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は
じ
め
に

「
風
土
」
か
ら
「
地
貌
」
へ
の
転
換

　「
歩
き
な
が
ら
考
え
る
」
は
私
の
好
き
な
こ
と
ば
で
あ
る
。
ジ
ャ
コ
メ
ッ
テ
ィ
の
彫
刻
の
モ
デ
ル
に
な
り
続
け
た
矢

内
原
伊
作
か
ら
上
記
の
こ
と
ば

（

１）

を
お
借
り
し
て
「
地
貌
季
語
」
探
訪
の
モ
ッ
ト
ー
に
し
て
い
る
。

　
本
書
は
全
国
各
地
の
暮
ら
し
に
溶
け
込
ん
だ
季
節
の
こ
と
ば
を
地
貌
季
語
と
名
付
け
て
蒐
集
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

で
き
る
か
ぎ
り
こ
と
ば
が
生
ま
れ
た
地
域
を
訪
ね
、
そ
の
地
を
知
る
こ
と
で
、
地
貌
季
語
に
託
さ
れ
た
人
々
の
思
い
を

明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
貌
季
語
を
蒐
集
、
紹
介
す
る
以
上
に
、
そ
の
基
盤
と
な
る

地
貌
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ
と
め
た
。
地
域
の
自
然
環
境
条
件
ば
か
り
で
な
く
、
民
俗
習
慣
や
祭
祀
行
事
、

さ
ら
に
そ
の
地
か
ら
輩
出
し
た
個
性
的
な
人
物
の
紹
介
な
ど
を
介
し
て
、
地
貌
を
理
解
す
る
手
が
か
り
を
さ
ぐ
っ
た
。

　
本
書
の
読
者
に
は
俳
句
に
季
題
あ
る
い
は
季
語
が
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
る
が
、
地
貌
季
語
と
は
な
に
か
と
い
う
疑

問
を
お
持
ち
の
方
が
た
く
さ
ん
お
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
専
門
の
俳
人
で
も
、
季
題
や
季
語
は
先
人
の
作
り
出
し
た
完
成

品
で
あ
り
、
季
語
体
系
に
手
を
付
け
、
地
貌
季
語
を
発
掘
す
る
こ
と
な
ど
大
そ
れ
た
不
遜
な
こ
と
と
思
っ
て
お
ら
れ
る

方
が
い
る
こ
と
も
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
、
俳
句
を
作
る
上
で
、
季
題
や
季
語
に
関
わ
る
と
き
に
は
、
季
題
や
季
語

を
作
り
手
に
と
り
生
き
た
も
の
と
し
て
自
分
の
息
遣
い
に
馴
ら
し
、
自
分
の
季
題
や
季
語
に
し
て
初
め
て
動
き
が
生
れ
、

生
気
が
蘇
る
こ
と
は
熟
知
し
て
い
る
。
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こ
こ
で
い
う
、「
自
分
の
息
遣
い
」
と
は
い
く
ぶ
ん
飛
躍
し
た
い
い
方
を
す
る
と
、
私
は
、
私
と
い
う
身
体
の
こ
と

ば
を
介
し
た
生
者
と
死
者
と
の
語
り
合
い
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
身
体
の
こ
と
ば
は
季
題
や
季
語
ば
か
り
で
は
な
い

が
、
日
本
人
が
古
来
親
し
ん
で
き
た
自
然
に
対
す
る
季
節
感
に
は
亡
き
ひ
と
の
感
受
性
が
見
事
に
集
積
さ
れ
て
い
る
も

の
と
思
う
。
そ
れ
は
、
記
録
さ
れ
て
き
た
季
題
や
季
語
の
文
献
資
料
ば
か
り
で
な
く
、
語
り
継
が
れ
て
き
た
こ
と
ば
の

中
に
も
大
事
な
古
人
の
感
受
性
の
集
積
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
地
貌
季
語
蒐
集
に
力
を
入
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
私
が
な
ぜ
地
貌
季
語
蒐
集
と
い
う
こ
と
ば
に
執
し
た
の
か
、
そ
の
点
を
述
べ
て
い
き
た
い
。
そ
れ
は
私
自
身
の
俳
句

歴
と
関
わ
る
の
で
、
い
く
ぶ
ん
入
り
組
ん
だ
説
明
が
必
要
に
な
る
。

　
信
濃
に
生
ま
れ
た
私
は
風
土
信
濃
を
意
識
し
、
昭
和
二
十
年
代
後
半
か
ら
六
棚
年
ほ
ど
作
品
活
動
を
続
け
て
い
る
。

そ
の
間
に
時
代
社
会
の
変
化
に
伴
い
、
自
分
の
作
句
態
度
と
方
法
の
変
革
を
意
識
し
な
が
ら
、
一
番
深
く
受
け
止
め
た

の
は
「
自
己
の
内
な
る
茫
漠
と
し
た
風
土
を
い
か
に
捉
え
る
か
」
と
い
う
こ
と
ば
の
問
題
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
次

の
三
点
が
思
い
浮
か
ぶ
。

⑴
　
昭
和
三
十
年
代
、
能
村
登
四
郎
「
合
掌
部
落
」、
沢
木
欣
一
「
能
登
塩
田
」、
岸
田
稚
魚
「
佐
渡
行
」、
村
上
し
ゅ

ら
「
北
辺
有
情
」

（

い
ず
れ
も
角
川
書
店
「
俳
句
」）
な
ど
風
土
詠
に
感
銘
を
受
け
た
。
が
、
風
土
俳
句
と
し
ば
し
ば
用

い
ら
れ
る
呼
称
の
風
土
に
は
違
和
感
を
抱
い
て
い
た
。
ダ
ム
建
設
の
た
め
に
水
没
す
る
白
川
郷
を
詠
っ
た
作
品
や

能
登
塩
田
の
労
働
詠
に
は
戦
後
俳
句
に
お
い
て
の
重
要
課
題
「
社
会
性
」
を
風
土
詠
の
一
面
か
ら
受
け
止
め
た
真

摯
な
重
厚
さ
や
父
祖
の
地
を
失
う
虚
し
さ
は
あ
る
が
、
ど
こ
か
に
都
鄙
意
識
が
あ
り
は
し
な
い
か
。
平
安
貴
族
が

み
ち
の
く
の
風
土
へ
の
興
趣
を
募
ら
せ
た
の
と
同
じ
、
田
舎
の
風
物
へ
の
も
の
珍
し
さ
や
哀
歓
を
詠
う
と
い
う
都
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鄙
意
識
が
風
土
俳
句
の
風
土
に
は
感
じ
ら
れ
た
。

⑵
　
昭
和
三
十
五
年（

一
九
六
棚）

、
い
わ
ゆ
る
六
棚
年
安
保
の
時
代
に
い
さ
さ
か
の
原
水
爆
禁
止
運
動
や
砂
川
基
地
反

対
闘
争
に
参
加
し
た
体
験
か
ら
、
新
た
な
も
の
へ
挑
戦
し
、
作
句
態
度
や
方
法
を
深
め
る
必
要
が
私
自
身
に
生
ま

れ
て
い
た
。
六
棚
年
安
保
の
年
に
大
学
を
卒
業
し
た
私
は
、
家
族
社
会
学
を
学
ん
だ
樺
俊
雄
先
生
の
お
嬢
さ
ん
の

美
智
子
さ
ん
が
、
そ
の
年
の
六
月
十
五
日
に
デ
モ
隊
の
渦
中
で
死
去
す
る
事
件
に
衝
撃
を
受
け
た
。
死
の
意
識
は

そ
れ
ま
で
は
な
か
っ
た
。
戦
後
社
会
は
戦
時
中
の
夥

お
び
た
だし

い
死
者
、
広
島
・
長
崎
の
原
爆
の
死
者
、
沖
縄
戦
や
各
地

戦
場
で
亡
く
な
っ
た
人
の
犠
牲
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
生
き
る
こ
と
が
精
一
杯
の

戦
後
か
ら
は
死
者
の
存
在
が
す
っ
か
り
忘
れ
ら
れ
て
い
た
。
少
な
く
と
も
私
の
中
で
は
い
ま
生
き
る
こ
と
だ
け
が

意
識
に
あ
っ
た
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
危
機
は
生
者
の
た
め
に
叫
ば
れ
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
は
死
者
の

陰
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
へ
樺
さ
ん
ひ
と
り
の
死
は
一
気
に
時
代
の
暗
部
を
明
ら
か
に
し
た
。
私
の
中
で

「
社
会
的
な
死
」
と
い
う
よ
う
な
、
重
い
現
実
を
作
句
の
上
で
意
識
し
、
時
代
の
捉
え
方
、
風
土
へ
の
考
え
方
が

変
っ
た
の
は
確
か
に
あ
の
安
保
闘
争
最
中
か
ら
の
よ
う
に
思
う
。

⑶
　
安
保
闘
争
の
翌
年
、
昭
和
三
十
六
年（

一
九
六
一）

頃
、
金か

ね

子こ

兜と
う

太た

が
造
型
俳
句
を
論
じ
た
走
り
の
よ
う
な
一
文

「
本
格
俳
句
」

（

「
俳
句
研
究
」
昭
和
三
十
一
年
二
月
号）
に
出
会
っ
た
。
遅
い
出
会
い
で
あ
っ
た
が
、
俳
句
は
自
然
的
・

社
会
的
存
在
と
し
て
の
主
体
の
意
識
活
動
を
構
造
的
に
造
型
す
る
も
の
だ
と
い
う
指
摘
は
、
戦
後
俳
句
の
陰
部
と

し
て
の
「
社
会
的
な
死
」
を
ど
う
詠
む
か
と
い
う
問
題
を
論
じ
て
い
る
と
感
じ
た
か
ら
だ
。
私
は
、
風
土
詠
の
構

築
に
刺
激
を
受
け
た
。
と
同
時
に
、
も
は
や
俳
句
は
基
地
反
対
闘
争
や
デ
モ
行
進
な
ど
を
詠
う
以
上
に
、
も
っ
と

自
然
の
根
っ
子
に
当
た
る
と
こ
ろ
、
死
者
も
生
者
も
と
も
に
存
在
す
る
ど
ろ
ど
ろ
し
た
暗
部
を
捉
え
る
も
の
で
は
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な
い
か
と
い
う
暗
示
を
受
け
た
よ
う
に
思
う
。

　
山
川
草
木
や
暮
ら
し
を
句
材
と
し
て
、
素
朴
に
写
生
す
れ
ば
風
土
の
本
質
が
描
け
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
風
土

俳
句
の
風
土
で
は
な
く
、
大
地
に
生
き
る
者
の
、
い
ま
生
き
て
い
る
、
生
か
さ
れ
て
い
る
叫
び
と
し
て
の
風
土
を
摑
み

た
い
。
こ
の
時
は
ま
だ
、
私
は
「
地
貌
」
と
い
う
こ
と
ば
に
思
い
至
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
六
棚
年
安
保
の
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
に
対
峙
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
視
点
、
生
者
も
死
者
も
と
も
に
存
在
す
る
風
土
の
根
っ
子
へ

の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
模
索
に
一
筋
の
光
を
見
出
し
て
い
た
。

　
昭
和
三
十
五
年
に
、
私
は
初
め
て
佐
久
の
地
へ
教
師
と
し
て
赴
任
し
た
。
中
仙
道
の
旧
小
田
井
宿
に
あ
っ
た
農
業
高

校
の
昼
間
定
時
制
分
校
勤
め
に
欣
喜
雀
躍
し
た
。
私
の
時
間
が
あ
っ
た
。
午
前
中
授
業
を
し
、
午
後
は
近
在
を
歩
き
回

る
の
で
あ
る
。
岩
波
新
書
の
『
農
村
は
変
わ
る
』

（

並
木
正
吉
、
昭
和
三
十
五
年）

を
テ
キ
ス
ト
に
授
業
を
し
、
豚
の
多
頭

飼
育
を
生
徒
に
教
わ
る
。
ガ
ー
デ
ン
ト
ラ
ク
タ
ー
の
免
許
を
取
得
し
、
普
通
車
ま
で
乗
れ
る
試
験
に
挑
戦
。
翌
年
、
小

諸
へ
移
っ
た
私
は
、
浅
間
根
腰
の
大
日
向
開
拓
地
へ
入
っ
た
。
満
蒙
開
拓
団
の
哀
史
に
満
ち
た
村
で
あ
る
。「
こ
の
拓

地
は
、
戦
前
南
佐
久
郡
大
日
向
村
が
分
村
し
、
満
州
へ
移
民
し
、
戦
後
帰
国
。
住
む
地
な
く
や
む
な
く
浅
間
山
麓
に
居

を
定
め
た
も
の
」
と
長
い
前
書
を
つ
け
、
こ
ん
な
句
を
詠
ん
だ

（

２）

。

乳
搾
る
秋
冷
の
地
に
祈
る
ご
と

宮
坂
静
生

白
萩
や
妻
子
自
害
の
墓
碑
ば
か
り

　
こ
と
に
後
句
に
は
「
満
州
よ
り
帰
途
、
妻
子
足
手
ま
と
ひ
と
な
り
て
、
自
害
さ
す
」
と
前
書
を
付
け
た
。
風
土
俳
句

はじめに viii
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の
風
土
と
は
違
う
ぞ
と
い
う
意
識
が
私
の
中
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
え
て
い
う
な
ら
ば
、
満
州
の
地
で
犠
牲
に
な
っ

た
死
者
あ
っ
て
こ
そ
い
ま
生
き
て
い
る
、
こ
ん
な
気
持
を
詠
い
た
か
っ
た
。

　
私
が
「
地
貌
論
⒡
⒢
季
語
の
い
の
ち
」

（

「
俳
句
研
究
」
昭
和
六
十
二
年
一
月
号）

を
書
き
、
風
土
を
生
き
も
の
と
し
て
捉

え
る
「
地
貌
」
の
視
点
を
前
田
普
羅
の
先
例
か
ら
学
び
、
地
貌
季
語
の
必
要
性
を
提
唱
し
て
か
ら
三
棚
年
経
つ
。
普
羅

の
句
集
『
春
寒
浅
間
山
』

（

増
訂
版
序
、
靖
文
社
、
昭
和
二
十
一
年）

で
の
地
貌
と
い
う
見
方
に
は
普
羅
自
身
の
主
情
的
な
性

癖
も
感
じ
ら
れ
る
が
、
風
土
と
は
異
な
る
大
地
へ
の
哀
感
と
し
て
胸
に
響
い
た
。
ど
こ
の
地
形
も
同
一
視
し
て
自
然
と

称
す
る
自
然
観
と
は
異
な
る
も
の
だ
。
地
貌
と
い
う
捉
え
方
が
土
地
独
自
な
季
節
の
こ
と
ば
を
掬
い
上
げ
括
る
に
は
格

好
で
は
な
い
か
と
直
感
し
た
の
で
あ
る
。

　「
地
形
は
風
を
さ
へ
ぎ
り
水
を
阻
み
、
風
を
呼
び
水
を
招
き
、
其
処
に
各
独
自
の
理
想
を
有
す
る
地
形
が
出
来
上
っ

て
居
た
、
一
つ
一
つ
の
地
塊
が
異
る
如
く
、
地
貌
の
性
格
も
又
異
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
空
の
色
も
野
山
の
花
も

色
を
た
が
へ
ざ
る
を
得
な
い
。
謂
は
ん
や
そ
れ
ら
の
間
に
抱
か
れ
た
る
人
生
に
は
、
地
貌
の
母
の
性
格
に
よ
る
、
独
自

の
も
の
を
有
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。」

（
前
掲
『
春
寒
浅
間
山
』）

　
美
し
い
普
羅
の
文
章
を
引
き
、
さ
ら
に
私
は
「
俳
句
は
地
貌
に
も
と
づ
い
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
普
羅
に

と
り
、
裏
日
本
の
雪
で
育
ま
れ
た
俳
句
と
表
日
本
の
明
る
さ
が
も
た
ら
し
た
俳
句
を
、
一
枚
の
紙
に
無
造
作
に
並
べ
る

こ
と
な
ど
は
、
堪
え
難
い
こ
と
に
な
る
。『
春
寒
浅
間
山
』『
飛
驒
紬
』『
能
登
青
し
』
と
、
そ
の
生
ま
れ
た
地
貌
別
に

句
集
を
ま
と
め
、
こ
れ
ら
以
前
の
作
も
、
さ
ら
に
、
以
後
の
作
も
こ
の
理
念
に
よ
っ
て
区
分
し
た
い
と
念
願
し
た
の
で

あ
る
」
と
書
い
た
。

　
地
貌
は
地
貌
が
生
ん
だ
こ
と
ば
に
集
約
さ
れ
る
と
、「
地
貌
季
語
」
の
本
質
に
あ
た
る
点
に
気
付
い
た
の
に
は
、
私
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の
戦
後
体
験
が
関
わ
っ
て
い
る
。
戦
後
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
さ
ら
に
包
含
す
る
視
点
で
、
生
者
も
死
者
も
と
も
に
生

き
て
い
る
の
は
地
貌
の
こ
と
ば
で
は
な
い
か
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
死
者
と
繫
が
る
の
は
、
死
者
が
生
き
て
用
い
て
き

た
こ
と
ば
を
蘇
ら
せ
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
こ
と
ば
に
は
言こ

と

霊だ
ま

が
籠
っ
て
い
る
と
い
う
古
人
の
思
想
は
時
代
を
透
視
す

る
強
烈
な
信
仰
だ
。

田
祭
や
深
き
茶
碗
に
あ
づ
き
飯

前
田
普
羅

（

３）

　
奥
能
登
で
は
古
く
は
田
の
神
祭
は
三
月
五
日（

現
在
は
十
二
月
五
日
が
迎
え
日）

。
あ
ず
き
飯
を
炊
き
、
こ
れ
か
ら
始
ま

る
農
作
業
の
無
事
を
祈
り
、
豊
作
を
祈
念
す
る
。「
あ
え
の
こ
と
」
と
呼
ぶ
。
こ
の
一
語
に
よ
り
生
者
と
死
者
と
の
共

同
体
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
思
い
が
あ
る
。

　
季
節
を
大
事
に
す
る
こ
の
列
島
の
ひ
と
び
と
に
と
り
、
ま
ず
失
わ
れ
ゆ
く
「
地
貌
季
語
」
を
発
掘
す
る
こ
と
が
戦
後

の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
超
え
て
深
い
伝
統
を
覚
ま
し
、
新
し
い
世
紀
を
拓
く
一
つ
の
鍵
に
な
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

地
貌
季
語
探
訪
に
よ
る
季
語
体
系
の
背
景

　
周
知
の
よ
う
に
、
俳
句
の
歳
時
記（

あ
る
い
は
季
寄
せ）
は
季
題
、
季
語
を
四
季
別
に
、
あ
る
い
は
月
別
に
分
類
整
理

し
、
蒐
集
し
た
も
の
で
あ
る
。
季
題
は
和
歌
に
詠
ま
れ
る
季
節
の
題
目（

歌
語）

が
基
に
な
っ
て
、
江
戸
時
代
の
俳
諧
、

明
治
時
代
以
降
の
俳
句
に
受
け
継
が
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
季
語
は
時
代
に
即
応
し
な
が
ら
季
節
を
表
す

こ
と
ば
で
あ
り
、
主
に
季
節
感（

季
感）

の
表
現
と
し
て
増
え
続
け
て
い
る
。

　
従
来
の
季
語
体
系
を
要
約
し
た
山
本
健
吉
の
「
季
題
・
季
語
の
体
系
」
図
に
は
、「
五ご

箇こ

の
景け

い

物ぶ
つ

」

（

花
・
時
鳥
・
月
・

はじめに x
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紅
葉
・
雪）

と
呼
ぶ
季
題（

江
戸
時
代
ま
で
は
主
に
季
の
題
と
い
う）

を
頂
点
に
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
を
な
す
季
語（

季
の
詞
こ
と
ば）

の
裾

野
が
現
実
の
こ
と
ば
の
世
界
と
接
触
し
て
い
る

（

４）

さ
ま
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
季
の
詞（

以
下
季
語
と
呼
ぶ）

は
、
歌
人
が
用
い
た
歌
語
か
ら
生
ま
れ
た
。
主
と
し
て
山
城
盆
地
を
中
心
と
す
る
畿
内

で
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
俳
諧
歳
時
記
の
基
に
な
る
俳
諧
が
成
立
し
た
江
戸
時
代
に
、
畿
内
地
域
に
江
戸

や
東
海
道
筋
、
さ
ら
に
京
都
文
化
の
出
先
で
あ
る
九
州
大
宰
府
、
そ
の
通
路
に
あ
た
る
瀬
戸
内
地
域
が
加
わ
る
が
、
地

図
上
の
緯
度
か
ら
い
う
と
北
緯
三
四
〜
三
五
度
前
後
の
地
域
の
風
土
現
象
を
中
心
と
し
た
名
目（

詩
語）

が
歳
時
記
に
収

録
さ
れ
て
い
る
。
歌
語
か
ら
季
題
、
さ
ら
に
季
語
が
誕
生
し
た
経
緯
を
概
略
し
た
山
本
健
吉
の
見
取
り
図
で
あ
る
。

　
歳
時
記
の
季
語
は
季
節
に
深
く
関
わ
る
。
季
節
と
い
う
と
私
た
ち
は
四
季
と
考
え
、
春
・
夏
・
秋
・
冬
が
日
本
列
島

の
ど
こ
で
も
ほ
ぼ
等
分
に
循
環
し
て
い
る
も
の
と
考
え
易
い
。
し
か
し
、
季
節
が
等
分
な
の
は
地
球
の
北
緯
、
南
緯
と

も
に
三
棚
〜
四
棚
度
の
地
域
に
限
ら
れ
て
い
る
。
地
軸
の
傾
き
に
よ
る
日
照
の
違
い
が
、
気
温
の
変
化
を
も
た
ら
す
の

で
あ
る
。
日
本
列
島
で
は
、
北
緯
三
棚
度
は
鹿
児
島
県
屋
久
島
と
中
之
島
の
間
、
四
棚
度
は
秋
田
県
の
男お

鹿が

半
島
か
ら

岩
手
県
境
の
八は

ち

幡ま
ん

平た
い

を
結
ぶ
線
上
で
あ
る
。
南
で
は
奄
美
大
島
か
ら
沖
縄
諸
島
以
南
、
北
で
は
青
森
、
北
海
道
は
四
季

の
循
環
が
等
分
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
地
域
で
用
い
ら
れ
て
い
る
地
貌
季
語
が
従
来
の
四
季
等
分
を
当

然
の
こ
と
と
考
え
る
歳
時
記
に
収
録
さ
れ
る
こ
と
は
極
め
て
稀
で
あ
る
か
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
衝
撃
的
な
作
品
が
あ
る
。

向
日
葵
を
鋤
き
込
む
北
の
大
地
か
な

橋
本
幸
篤

（

５）

　
平
成
二
十
八（

二
棚
一
六）

年
度
、
日
本
で
も
有
数
の
大
き
な
俳
句
大
会
で
大
賞
に
選
ば
れ
た
作
品
で
あ
る
。
一
読
、

xi はじめに
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「
北
の
大
地
」
か
ら
は
北
海
道
の
美
瑛
か
ら
富
良
野
に
広
が
る
一
面
の
向
日
葵
畑
を
思
い
浮
か
べ
た
。
晩
夏
の
向
日
葵

で
あ
ろ
う
が
、
い
ま
だ
盛
ん
な
生
気
を
留
め
た
花
が
ト
ラ
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
大
地
に
鋤
き
込
ま
れ
て
ゆ
く
。
枯
向
日
葵

な
ら
ば
驚
か
な
い
。
美
の
絶ぜ

っ

巓て
ん

の
存
在
が
一
瞬
に
消
え
る
驚
き
は
大
き
い
。
私
に
は
既
存
の
歳
時
記
に
載
る
向
日
葵
の

本
意
を
超
え
た
地
貌
か
ら
の
従
来
の
季
語
体
系
へ
の
挑
戦
と
思
わ
れ
る
。

立た
ち

雲ぐ
も

の
こ
の
群
青
を
歩
み
け
り

渡
嘉
敷
皓
駄

（

６）

　
沖
縄
県
那
覇
市
在
住
の
作
者
。「
立
雲
」
と
は
見
事
な
沖
縄
の
地
の
真
夏
の
「
地
貌
季
語
」
で
あ
る
。
本
土
で
は
積

乱
雲
、
入
道
雲
と
い
う
が
、
那
覇
郊
外
南
城
市
の
眼
下
に
サ
ン
ゴ
礁
を
望
む
太
平
洋
沖
合
に
見
た
立
雲
の
荘
厳
さ
に
打

た
れ
た
。
大
ら
か
に
全
身
を
漲
ら
し
て
立
っ
て
い
る
雲
。
立
雲
は
本
土
の
積
乱
雲
や
入
道
雲
に
準
じ
て
付
加
さ
れ
る
も

の
で
は
な
い
。
沖
縄
の
真
夏
の
自
然
が
生
み
出
し
た
固
有
の
こ
と
ば
と
し
て
記
憶
さ
れ
よ
う
。
沖
縄
の
来
し
方
を
す
べ

て
熟
知
し
て
い
る
自
然
の
安
ら
ぎ
を
秘
め
た
地
貌
季
語
で
あ
る
。

　　
私
は
、
季
語
体
系
の
構
想
の
基
に
な
る
日
本
文
化
区
分
に
関
し
『
語
り
か
け
る
季
語
　
ゆ
る
や
か
な
日
本
』
所
収

「
季
語
体
系
の
見
直
し

（

７）

」
の
一
文
で
、
考
古
学
者
藤
本
強
に
教
え
ら
れ
、
日
本
の
文
化
を
「
北
の
文
化
」

（

北
海
道）

、

「
中
の
文
化
」

（

本
州
・
四
国
・
九
州）

、「
南
の
文
化
」

（

南
島）
に
わ
け
て
考
え
た

（

８）

。

　
本
書
で
も
先
書
と
同
じ
く
、
日
本
文
化
の
三
区
分
に
基
づ
き
、
地
貌
季
語
発
掘
に
よ
る
季
語
体
系
の
背
景
を
提
示
し

た
。

　
終
り
に
、
本
書
の
二
部
構
成
の
概
要
を
記
し
た
い
。
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第
１
部
は
序
論
で
あ
る
。「
忘
れ
ら
れ
た
戦
後
⒡
⒢
地
貌
へ
の
目
覚
め
」
と
題
し
、
い
く
ぶ
ん
重
い
地
貌
に
触
れ
て

い
る
。
地
貌
季
語
を
語
る
前
段
に
当
た
る
。
自
然
や
風
土
と
い
う
周
知
の
表
現
で
は
な
く
地
貌
の
こ
と
ば
に
執
し
た
の

は
、
死
者
に
生
か
さ
れ
て
生
き
る
と
い
う
歴
史
の
残
酷
さ
を
考
え
る
に
は
柔
和
な
地
貌
の
語
が
相
応
し
い
と
の
直
観
か

ら
で
あ
る
。
昭
和
三
十
年
代
の
私
の
俳
句
初
学
に
触
れ
な
が
ら
、
戦
争
を
介
し
て
日
本
が
置
か
れ
た
戦
前
・
戦
後
に
お

け
る
満
蒙
開
拓
詠
や
「
大
陸
俳
句
」
詠
、
さ
ら
に
シ
ベ
リ
ア
抑
留
者
詠
を
考
察
し
た
。
い
ず
れ
も
私
の
瞥
見
で
あ
る
。

体
系
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

　
第
２
部
は
本
論
で
あ
る
。
地
貌
季
語
と
は
な
に
か
を
考
察
す
る
。
そ
の
上
で
、
わ
れ
わ
れ
が
周
知
の
季
語
体
系
の
背

景
を
北
緯
三
棚
度
以
南
の
沖
縄
か
ら
北
緯
四
棚
度
以
北
の
北
海
道
、
さ
ら
に
そ
の
間
に
あ
る
本
州
の
各
地
に
関
し
て
、

地
貌
の
違
い
を
探
り
、
従
来
の
季
語
と
そ
の
周
辺
に
誕
生
す
る
地
貌
季
語
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
試
み
た
臨
地
報
告
で

あ
る
。

　
従
来
の
季
題
・
季
語
体
系
は
「
本
州
・
四
国
・
九
州
」
の
歴
史
の
変
遷
過
程
で
生
ま
れ
た
季
題
・
季
語
が
も
と
に
な

っ
て
出
来
上
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
千
年
の
王
城
の
地
京
都
の
こ
と
ば
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
先
掲
の
「
中

の
文
化
」
中
心
で
あ
っ
た
。
季
題
の
ル
ー
ツ
は
、
都
を
取
り
巻
く
近
畿
圏
の
地
貌
季
語
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
こ
の
地
に
新
た
な
地
貌
季
語
が
な
い
の
で
は
な
い
が
、
本
書
で
は
わ
ず
か
に
取
り
上
げ
た
に
過
ぎ
な
い
。

い
き
お
い
近
畿
、
瀬
戸
内
、
東
海
、
関
東
の
文
化
圏
か
ら
離
れ
た
、
北
海
道
と
沖
縄
を
主
に
、
東
北
、
北
陸
、
土
佐
、

信
州
な
ど
、
暮
ら
し
の
中
で
地
貌
季
語
の
存
在
が
際
立
つ
地
域
に
注
目
し
た
。
先
掲
の
「
北
の
文
化
」「
南
の
文
化
」

を
視
野
に
入
れ
た
季
語
体
系
を
提
示
し
た
。

　
本
書
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
地
貌
季
語
が
使
わ
れ
て
い
る
地
貌
の
実
地
に
立
ち
、
地
貌
季
語
の
例
を
ま
と
め
た
も
の

xiii はじめに



単行本　季語体系の背景
aa01318_h_hjm.ps : 0010 : 2017/10/10(10:09:05)●

で
あ
る
。
既
成
の
季
題
・
季
語
体
系
を
見
直
す
ば
か
り
で
な
く
、
生
き
た
季
節
の
こ
と
ば
地
貌
季
語
を
手
掛
か
り
に
日

本
の
風
土
や
文
化
を
も
う
一
度
振
り
返
り
、
ゆ
た
か
な
日
本
の
こ
と
ば
を
身
に
つ
け
た
い
と
願
う
方
々
に
お
読
み
い
た

だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
。

　
さ
ら
に
、
三
・
一
一
以
後
の
表
現
活
動
を
考
え
る
上
で
、
昭
和
の
戦
中
、
戦
後
へ
の
反
省
を
合
わ
せ
、
生
者
と
死
者

と
と
も
に
生
き
る
「
地
貌
」
を
探
求
す
る
視
点
こ
そ
歴
史
を
形
成
す
る
本
質
的
な
命
題
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

［

注］（

１）

矢
内
原
伊
作
『
歩
き
な
が
ら
考
え
る
』
み
す
ず
書
房
、
昭
和
五
十
七
年

（

２）

宮
坂
静
生
『
青
胡
桃
』
龍
膽
俳
句
会
、
昭
和
三
十
九
年

（

３）

前
田
普
羅
『
新
訂
普
羅
句
集
』
素
人
社
、
昭
和
九
年

（

４）

山
本
健
吉
「
歳
時
記
に
つ
い
て
」『
最
新
俳
句
歳
時
記
・
新
年
』
文
藝
春
秋
、
昭
和
四
十
七
年

（

５）

橋
本
幸
篤
、
平
成
二
十
八
年
度
Ｎ
Ｈ
Ｋ
全
国
俳
句
大
会
大
会
賞
作
品

（

６）

渡
嘉
敷
皓
駄
、『
語
り
か
け
る
季
語
　
ゆ
る
や
か
な
日
本
』
岩
波
書
店
、
平
成
十
八
年
、
六
一
頁
引
用

（

７）

宮
坂
静
生
注（

６）

書

（

８）

藤
本
強
『
も
う
二
つ
の
日
本
文
化
⒡
⒢
北
海
道
と
南
島
の
文
化
』
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
六
十
三
年
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第
１
部
　
忘
れ
ら
れ
た
戦
後
―
地
貌
へ
の
目
覚
め

　
昭
和
三
十
年
代
は
国
を
あ
げ
て
庶
民
が
社
会
性
を
問
わ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
安
保
の
激
動
前
期
を
大
学
生
と

し
て
過
ご
し
た
私
に
と
り
、
昭
和
三
十
五
年（
一
九
六
〇
）六
月
十
五
日
を
境
に
世
間
か
ら
変
革
の
意
志
が
退
潮
し

た
後
も
、
表
現
者
と
し
て
、
社
会
性
を
い
か
に
自
己
の
課
題
と
し
て
昇
華
す
る
か
と
い
う
難
問
が
残
さ
れ
た
。
辛

う
じ
て
摑
ん
だ
「
大
日
向
開
拓
地
」
詠
が
私
の
社
会
性
詠
で
あ
っ
た
。
戦
前
か
ら
戦
後
に
関
わ
る
満
蒙
開
拓
地
へ

の
関
心
が
ひ
い
て
は
後
年
「
地
貌
」
を
見
つ
め
重
視
す
る
心
情
へ
と
繋
が
っ
た
よ
う
だ
。
大
陸
俳
句
を
瞥
見
し
、

さ
ら
に
シ
ベ
リ
ア
抑
留
譚
や
『
き
け
わ
だ
つ
み
の
こ
え
』
の
戦
没
学
徒
上
原
良
司
、
戦
没
画
学
徒
の
無
言
館
ま
で
、

関
心
は
沈
潜
し
た
。

　
戦
後
七
〇
年
を
機
に
、
俳
句
史
の
基
本
文
献
『
昭
和
俳
句
作
品
年
表（
戦
後
篇
・
昭
和
21
年
～
45
年
）
』（
東
京
堂

出
版
、
平
成
二
十
九
年
）が
出
て
、
戦
後
俳
句
の
表
舞
台
の
総
括
が
進
め
ら
れ
る
中
で
、「
忘
れ
ら
れ
た
も
う
一
つ

の
戦
後
」、
戦
前
戦
中
の
悲
劇
を
戦
後
ま
で
背
負
い
続
け
た
泥
沼
の
よ
う
な
苦
渋
の
俳
句
群
を
、
管
見
で
は
あ
る

が
記
憶
し
て
お
き
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
地
を
這
う
よ
う
な
呻
き
、
あ
る
い
は
地
底
か
ら
の
慟
哭
が
聞
こ
え
て
く

る
俳
句
作
品
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
冬
が
長
く
、
四
季
が
偏
在
す
る
満
蒙
や
シ
ベ
リ
ア
大
陸
を
背
景
に
俳
句
が
詠

ま
れ
た
こ
と
は
従
来
の
日
本
本
土
で
の
伝
統
的
な
季
語
体
系
を
は
み
出
し
、
季
語
と
は
な
ん
で
あ
る
か
を
考
え
さ

せ
る
。
こ
の
よ
う
な
俳
句
群
を
読
む
と
、
有
季
も
無
季
も
詠
ま
れ
る
基
盤
の
地
貌
と
は
な
に
か
、
表
現
者
と
し
て

こ
と
ば
を
紡
ぐ
地
貌
を
広
く
深
く
知
る
こ
と
が
い
っ
そ
う
大
事
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
る
。
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１
章
　
満
蒙
開
拓
を
詠
む

１
　
大
日
向
開
拓
地
詠
⒡
⒢
「
切
株
」
と
「
自
決
」

　
浅
間
山
麓
の
大
日
向

お
お
ひ
な
た

開
拓
地
を
詠
む
。
こ
れ
が
私
の
俳
句
の
出
発
点
で
あ
っ
た
。
昭
和
三
十
七
年（

一
九
六
二）

九
月

で
あ
る
。
そ
の
時
は
一
七
句
、
翌
年
二
月
再
訪
の
時
に
は
一
八
句
、
合
わ
せ
て
三
五
句
の
大
日
向
開
拓
地
詠
を
私
は
第

一
句
集
『
青
胡
桃
』

（

龍
膽
俳
句
会
、
昭
和
三
十
九
年
、
後
に
『
全
景
宮
坂
静
生
』
花
押
社
、
平
成
二
十
年）

の
初
め
に
収
録
し
た
。

　
加
倉
井
秋
を
に
懇
篤
な
身
に
沁
み
る
長
い
序
文
を
書
い
て
貰
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
ご
自
身
の
三
十
代
に
お
け
る
「
戦

争
の
切
実
感
、
肉
体
重
圧
感
の
経
験
」
を
語
り
、
そ
の
上
で
、「
大
日
向
開
拓
地
」
一
連
に
関
し
大
事
な
指
摘
を
さ
れ

た
。

　「
戦
前
、
満
州
開
拓
に
移
民
し
た
人
々
が
再
び
、
敗
戦
と
同
時
に
、
こ
こ
に
帰
住
し
て
黙
々
と
農
に
従
事
す
る
姿
が
、

露
深
い
中
、
雪
深
い
中
に
、
そ
れ
は
、
癒
ゆ
る
こ
と
な
き
日
本
の
傷
痕
と
し
て
、
君
の
眼
に
映
じ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
」

が
、
そ
こ
か
ら
目
を
逸
ら
し
て
は
い
け
な
い
。「
青
春
の
特
権
と
は
、
傷
痕
の
自
己
認
識
に
他
な
ら
ぬ
も
の
だ
」
と
指

摘
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
歴
史
の
傷
痕
を
自
分
の
課
題
と
し
て
ど
こ
ま
で
認
識
で
き
る
の
か
、
青
春
を
か
け
て
思
い
切
り

歴
史
の
傷
痕
の
探
求
に
打
ち
込
め
と
い
う
激
励
と
私
は
受
け
止
め
た
の
で
あ
る
。

　
戦
後
七
棚
年
が
過
ぎ
、
私
の
戦
後
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
省
み
る
と
き
に
、
大
日
向
開
拓
地
詠
か
ら
五
棚
年
余
り
経

3 1 章　満蒙開拓を詠む



単行本　季語体系の背景
aa01318_h_01_01_05.ps : 0002 : 2017/10/10(10:48:31)●

ち
、
最
近
よ
う
や
く
何
か
が
判
り
か
け
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
そ
こ
で
当
時
、
自
分
が
居
て
も
立
っ
て
も
居
ら
れ
な
い

思
い
か
ら
、
ひ
た
す
ら
開
拓
地
へ
通
い
、
作
句
し
た
経
過
を
振
り
返
り
、
そ
の
後
に
見
え
て
き
た
も
の
を
記
し
た
い
。

　
秋
を
か
ら
推
奨
さ
れ
た
句
を
中
心
に
句
集
か
ら
あ
げ
る
。

乳
搾
る
秋
冷
の
地
に
祈
る
ご
と

（

昭
和
三
十
七
年
九
月）

棒
杭
の
ご
と
百
姓
黙
す
露
の
ミ
サ

白
萩
や
妻
子
自
害
の
墓
碑
ば
か
り

牛
部
屋
の
裏
に
母
臥
す
落
葉
期

二
月
の
拓
地
日
は
ぽ
つ
ね
ん
と
ひ
と
り
ぼ
ち

（

昭
和
三
十
八
年
二
月）

あ
へ
ぎ
ゆ
く
汽
笛
を
刻
に
雪
野
人

空
つ
風
拓
地
に
多
き
火
傷
の
子

日
々
飛
雪
塩
壺
の
塩
さ
ら
ひ
尽
す

　
私
の
俳
句
初
学
は
昭
和
二
十
六
年（

一
九
五
一）

、
新
制
中
学
二
年
。
十
四
歳
の
時
か
ら
続
け
て
い
た
の
で
、
大
日
向

開
拓
地
を
詠
む
ま
で
に
一
棚
年
余
り
の
作
句
体
験
は
あ
っ
た
が
、
俳
句
と
は
な
ん
で
あ
る
の
か
、
自
分
が
幾
分
で
も
納

得
で
き
る
思
い
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
。
大
日
向
開
拓
地
を
詠
ん
で
み
よ
う
と
向
っ
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
一
九
六
棚

年
安
保
後
の
暗
鬱
な
気
分
を
い
か
に
切
り
拓
く
か
模
索
の
頃
で
あ
っ
た
。

　
な
ぜ
大
日
向
開
拓
地
だ
っ
た
の
か
。
長
い
間
自
分
で
も
判
り
か
ね
て
い
た
。
私
に
は
本
格
的
な
農
業
の
体
験
も
、
ま

第 1部　忘れられた戦後 4
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し
て
や
土
地
を
開
墾
し
た
こ
と
な
ど
な
か
っ
た
。

　
一
九
六
棚
年（

昭
和
三
十
五）

新
安
保
条
約
締
結
反
対
に
世
の
中
が
沸
騰
す
る
さ
な
か
の
三
月
に
大
学
を
卒お

え
た
。
私

の
学
生
生
活
は
戦
後
に
お
け
る
社
会
運
動
の
も
っ
と
も
高
揚
し
た
時
期
と
重
な
っ
て
い
た
。
が
、
新
安
保
条
約
成
立
後
、

世
の
人
々
の
社
会
的
関
心
は
急
速
に
冷
め
て
い
く
。
世
は
高
度
経
済
成
長
、
所
得
倍
増
計
画
へ
、
レ
ジ
ャ
ー
ブ
ー
ム
の

時
代
へ
変
貌
す
る
。
私
は
変
わ
り
身
の
早
い
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
動
き
に
批
判
を
抱
き
な
が
ら
、
六
棚
年
安
保
後
の
余

蘊
を
表
現
す
る
対
象
を
自
分
の
中
に
求
め
て
い
た
。
大
日
向
開
拓
地
へ
の
関
心
を
深
め
た
の
は
信
州
小
諸
の
高
校
教
師

時
代
で
あ
っ
た
。

　
浅
間
山
麓
の
大
日
向
開
拓
地
に
コ
ロ
ン
ビ
ア
人
コ
ン
ラ
ー
ド
・
ア
ラ
ン
ゴ
神
父
に
よ
り
建
て
ら
れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
と
と
も
に
、
聖
ヨ
ゼ
フ
大
日
向
保
育
園
が
開
か
れ
た
。
そ
こ
の
保
母
さ
ん
と
、
私
が
小
諸
で
下
宿
を
し
た
家
主
と
が

保
母
同
士
昵じ

っ

懇こ
ん

で
あ
っ
た
。
一
週
間
休
日
な
し
に
就
学
前
の
子
ど
も
を
預
か
る
給
与
が
南
瓜
や
馬
鈴
薯
な
ど
現
物
支
給

と
い
う
、
大
日
向
開
拓
地
の
窮
状
を
知
っ
て
ほ
し
い
と
、
訴
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
私
は
開
拓
地
が
置
か
れ
た
ど
ん
底

の
貧
苦
の
さ
ま
に
心
動
か
さ
れ
、
安
保
後
の
暗
鬱
な
気
分
に
囚
わ
れ
て
い
る
自
分
か
ら
抜
け
出
す
き
っ
か
け
を
摑
ん
だ

気
が
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
上
述
詠
は
そ
の
時
の
作
品
で
あ
る
。
初
め
に
「
大
日
向
開
拓
地
」
と
題
し
、
前
書
が
あ
る
。「
北
佐
久
郡
軽
井
沢
町

大
日
向
開
拓
地
を
た
づ
ね
る
。
こ
の
拓
地
は
、
戦
前
南
佐
久
郡
大
日
向
村
が
分
村
し
、
満
州
へ
移
民
し
、
戦
後
帰
国
。

住
む
地
な
く
や
む
な
く
浅
間
山
麓
に
居
を
定
め
た
も
の
」
と
あ
る
。

　
俳
句
は
作
品
が
す
べ
て
で
あ
れ
ば
前
書
は
な
く
て
も
よ
い
。
本
来
俳
句
表
現
の
潔
さ
は
そ
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
大
日
向
開
拓
地
な
ど
特
殊
な
「
歴
史
の
傷
痕
」
を
負
っ
た
開
拓
地
を
自
分
の
課
題
と
し
て
改
め
て
振
り
返
る
と

5 1 章　満蒙開拓を詠む
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き
、
か
つ
て
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
未
熟
さ
を
見
つ
め
る
た
め
に
も
前
書
を
付
し
た
、
国
策
に
翻
弄
さ
れ
た

満
蒙
開
拓
に
お
け
る
大
日
向
開
拓
地
の
極
め
て
特
殊
な
歴
史
を
考
え
た
い
と
思
う
。

　
開
拓
地
を
俳
句
に
詠
む
こ
と
自
体
、
当
時
も
極
め
て
地
味
な
行
為
で
あ
っ
た
。
山
野
や
荒
地
を
開
墾
し
て
耕
地
や
宅

地
に
す
る
。
人
間
が
生
存
す
る
上
で
ま
ず
取
り
掛
か
る
土
地
を
耕
す
喜
び
や
苦
し
み
に
、
私
は
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
「
社

会
性
」
を
感
じ
て
い
た
。
一
九
六
棚
年
、
誰
が
護
る
の
か
と
い
う
国
の
あ
り
方
の
社
会
性
問
題
が
国
民
運
動
と
し
て
叫

ば
れ
た
時
代
を
経
て
、
俳
句
の
上
で
も
当
然
社
会
性
が
問
題
視
さ
れ
た
。

　
し
か
し
安
保
以
後
、
社
会
性
を
い
か
に
昇
華
す
る
か
が
、
運
動
と
し
て
よ
り
も
、
個
人
の
課
題
と
し
て
問
題
に
な
り

つ
つ
あ
っ
た
。
私
が
開
拓
地
に
着
目
し
、
な
に
か
新
し
い
地
平
を
拓
き
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
浅せ

ん

麓ろ
く

の
大
日
向
開
拓
地

に
通
っ
た
の
は
そ
ん
な
事
由
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
大
日
向
開
拓
地
の
母
村
大
日
向
村
は
国
策
に
よ
る
、
癒
し
よ
う
が
な
い
悲
劇
を
背
負
っ
た
村
で
あ
っ
た
。
日
本
は
無

謀
な
野
望
か
ら
ま
ぼ
ろ
し
の
傀
儡
国
家
「
満
州
」

（

昭
和
七
年（

一
九
三
二）

三
月
か
ら
昭
和
二
十
年（

一
九
四
五）

八
月
敗
戦
日
ま

で）

を
立
ち
上
げ
、
崩
壊
さ
せ
る
。
そ
の
犠
牲
を
一
村
あ
げ
て
担
わ
さ
れ
な
が
ら
、
戦
後
社
会
の
建
設
か
ら
は
忘
れ
ら

れ
、
む
し
ろ
思
い
出
し
て
欲
し
く
な
い
暗
部
と
し
て
覆
い
た
い
宿
命
を
負
っ
た
村
と
私
に
は
映
っ
て
い
た
。

　
南
佐
久
郡
大
日
向
村（

現
・
佐
久
穂
町
大
字
大
日
向）
は
、
昭
和
六
十
年
日
航
ジ
ャ
ン
ボ
機
が
墜
落
し
た
群
馬
県
の
上
野

村
を
東
に
し
、
南
方
に
は
一
七
一
七
メ
ー
ト
ル
の
茂も

来ら
い

山さ
ん

が
聳
え
て
い
る
。
山
林
原
野
が
四
九
五
四
町
歩
、
九
七
％
を

占
め
る
大
日
向
と
は
名
ば
か
り
の
、
総
戸
数
四
棚
六
戸
二
二
二
三
人（

昭
和
十
二
年（

一
九
三
七）

当
時）

の
山
村
で
あ
る
。

残
り
三
％
の
耕
地
は
農
家
一
戸
当
り
水
田
、
畑
合
わ
せ
て
六
反
一
畝
と
零
細
。
養
蚕
と
林
業
の
村
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

生
糸
の
暴
落
や
木
炭
が
売
れ
ず
、
村
有
林
の
減
少
で
、
村
民
は
一
戸
当
り
お
よ
そ
一
棚
棚
棚
円
の
借
金
を
抱
え
、
出
稼

第 1部　忘れられた戦後 6
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ぎ
以
外
収
入
の
道
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
。
折
か
ら
、
国
を
挙
げ
て
の
満
州
移
民
「
満
州
に
行
け
ば
二
棚
町
歩
の
大
地
主

に
な
れ
る
」
の
満
蒙
開
拓
推
進
は
魅
力
で
あ
っ
た
。
一
村
を
分
け
満
州
に
村
を
建
設
す
る
分
村
移
民
を
全
国
に
先
駆
け

実
施
し
た
の
で
あ
る
。

　
昭
和
十
三
年（

一
九
三
八）

以
降
母
村
の
半
数
を
送
り
出
す
計
画
を
村
長
と
産
業
組
合
専
務
を
中
心
に
推
進
し
た
。
そ

の
結
果
昭
和
二
十
年（

一
九
四
五）

八
月
九
日
に
は
戸
数
二
一
六
、
人
員
七
九
六
人
の
分
村
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
。
国

策
の
モ
デ
ル
分
村
で
あ
っ
た
の
で
、
満
州
の
い
わ
ば
一
等
地
、
首
都
新
京
の
あ
る
吉
林
省
舒じ

ょ

蘭ら
ん

県
四し

家か

房ぼ
う

に
耕
作
可
能

地
四
一
棚
棚
ヘ
ク
タ
ー
ル（
満
州
朝
鮮
人
の
既
耕
地
三
六
棚
棚
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
含
む）

を
与
え
ら
れ
た
。
四
家
房
大
日
向
村
で

あ
る
。

　
当
初
は
治
安
良
好
と
は
い
え
、
所
詮
、
満
州
人
四
棚
棚
棚
人
、
朝
鮮
人
二
棚
棚
棚
人
の
居
住
地
域（

二
一
部
落）

を
只

同
然
で
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
昭
和
二
十
年（

一
九
四
五）

八
月
九
日
ソ
連
参
戦
以
後
、
日
本
の
敗
戦
に
よ
り
匪

賊
と
化
し
た
現
地
人
を
含
め
た
者
た
ち
か
ら
の
略
奪
や
襲
撃
が
続
く
。
肝
い
り
の
関
東
軍
は
南
方
戦
線
に
転
戦
し
、
団

の
責
任
者
の
他
に
老
人
と
婦
女
子
を
残
し
た
だ
け
で
男
性
は
現
地
召
集
さ
れ
て
い
た
。

　
敵
地
か
ら
の
逃
亡
は
悲
惨
を
極
め
た
。
自
決
さ
せ
る
た
め
の
青
酸
カ
リ
を
用
意
し
、
婦
女
子
は
髪
を
切
り
、
顔
に
は

煤
を
塗
り
、
土
蜘
蛛
の
よ
う
に
変
相
し
て
新
京
ま
で
の
陸
路
二
四
棚
キ
ロ
を
現
地
人
と
交
渉
し
貨
車
で
や
っ
と
落
ち
延

び
た
。
そ
こ
ま
で
は
匪
賊
と
闘
い
犠
牲
者
二
十
余
名
で
あ
っ
た
が
、
新
京
で
の
十
か
月
が
悲
惨
の
極
み
で
あ
っ
た
。
団

員
外
も
含
め
一
二
五
棚
人
が
着
た
切
り
で
食
べ
物
も
な
く
、
市
内
西
陽
区
の
元
日
本
軍
人
下
士
官
官
舎
二
階
建
て
三
棟

に
畳
一
畳
に
三
人
当
て
ぎ
ゅ
う
詰
め
の
暮
ら
し
。
拾
っ
た
石
炭
で
暖
ま
り
、
僅
か
な
高
粱

コ
ー
リ
ャ
ン

を
食
べ
た
。
年
末
ま
で
に

老
人
と
子
ど
も
は
全
員
死
亡
。
加
え
て
真
冬
の
発
疹
チ
フ
ス
の
流
行
で
命
を
落
と
す
者
が
続
出
し
、
抑
留
さ
れ
自
決
し

7 1 章　満蒙開拓を詠む
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た
者
な
ど
合
わ
せ
て
死
者
三
七
四
人
。
責
任
あ
る
幹
部
を
は
じ
め
団
総
人
員
の
半
数
近
く
が
死
去
し
て
い
る
。

　
昭
和
二
十
一
年（

一
九
四
六）

七
月
、
生
存
者
は
葫コ

蘆ロ

島
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
貨
物
船
で
帰
還
す
る
。
九
月
十
三
日
母
村

に
帰
っ
た
も
の
の
、
住
む
地
は
な
い
。
よ
う
や
く
探
し
当
て
た
浅
間
山
麓
六
棚
棚
町
歩
の
原
野
を
開
拓
す
る
計
画
を
長

野
県
や
農
林
省
他
に
提
出
。

　
翌
二
十
二
年
一
月
十
一
日
に
は
入
植
者
六
五
戸
、
一
六
五
人
と
決
め
、
四
月
十
七
日
に
全
員
入
植
し
た
。
と
は
い
え

夫
婦
揃
っ
た
家
は
七
戸
、
女
世
帯
一
三
戸
、
男
世
帯
一
六
戸
、
青
年
、
孤
児
二
棚
戸（

大
日
向
分
村
開
拓
団
史
編
纂
委
員
会

編
『
満
州
・
浅
間
開
拓
の
記
』
銀
河
書
房
、
昭
和
五
十
八
年）

と
い
う
戦
禍
を
満
身
に
負
っ
た
門
出
で
あ
っ
た
。

　
大
日
向
開
拓
地
は
信
越
本
線（

現
・
し
な
の
鉄
道
線）

信
濃
追
分
駅
か
ら
浅
間
山
に
向
か
っ
て
約
三
キ
ロ
北
へ
、
標
高
一

棚
五
棚
〜
一
二
五
棚
メ
ー
ト
ル
の
地
で
あ
る
。
国
道
の
借か

り

宿や
ど

か
ら
だ
ら
だ
ら
と
し
た
坂
道
に
な
る
。
舗
装
さ
れ
て
い
な

い
道
は
轍
が
深
い
。
火
山
灰
土
で
靴
が
真
白
く
な
っ
た
記
憶
が
あ
る
。
集
落
の
真
ん
中
に
出
来
立
て
の
共
同
農
産
物
集

荷
場
が
あ
り
、
そ
こ
に
水
道
が
あ
っ
た
。
水
利
が
悪
く
水
田
耕
作
は
無
理
な
の
で
、
陸
稲
の
他
は
、
畑
作
の
小
麦
、
裸

麦
、
粟
、
稗
、
蕎
麦
、
大
豆
、
小
豆
、
馬
鈴
薯
な
ど
を
作
る
。
私
が
行
っ
た
時
は
弾
け
る
よ
う
な
キ
ャ
ベ
ツ
の
収
穫
期

で
あ
っ
た
。
共
同
経
営
の
牧
場
に
は
役え

き

牛ぎ
ゅ
うや

乳
牛
や
緬め

ん

羊よ
う

も
い
た
は
ず
。
集
荷
場
を
囲
ん
だ
農
家
に
は
山
羊
や
豚
や
繫

や
鶏
が
飼
育
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。

　
大
日
向
開
拓
地
詠
で
私
が
思
い
浮
か
ん
だ
の
は
津
田
清
子
の
次
の
句
で
あ
っ
た
。

切
株
に
嬰
児
拓
地
の
う
ろ
こ
雲

津
田
清
子（

『
礼
拝
』）

　
昭
和
三
十
三
年（

一
九
五
八）

作
。「
大
日
向
開
拓
村
」
と
あ
り
、
六
句
並
ぶ
。
他
の
五
句
も
挙
げ
て
お
く
。

第 1部　忘れられた戦後 8
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蟬
し
ぐ
れ
私
服
神
父
の
大
工
仕
事

平
日
の
教
会
蟬
へ
窓
開
き

驟
雨
来
る
拓
地
オ
ル
ガ
ン
弾
き
苛
む

野
に
熟
れ
て
立
つ
向
日
葵
を
飼
料
と
す

洗
面
の
清
水
拓
地
を
貫
流
す

　
ど
の
句
か
ら
も
開
拓
地
の
置
か
れ
た
状
況
が
見
え
る
よ
う
で
あ
る
が
、
私
は
「
切
株
」
こ
そ
大
日
向
開
拓
地
を
端
的

に
語
る
血
が
滲
む
語
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
入
植
初
仕
事
は
、
男
が
か
ら
ま
つ
の
伐
採
、
女
は
枝
を
払
い
薪
を
取
る
作
業
。
こ
れ
が
来
る
日
も
来
る
日
も
続
い
た
。

次
に
切
株
を
根
こ
そ
ぎ
掘
り
起
こ
し
、
穴
を
埋
め
、
地
を
耕
す
。
株
は
龜
で
こ
な
し
て
薪
に
す
る
。

　
冬
迫
る
秋
の
日
、
赤
ん
坊
を
作
業
に
連
れ
て
来
て
は
先
に
切
り
倒
し
た
切
株
の
上
に
休
ま
せ
て
お
く
。
家
族
総
出
の

作
業
が
開
拓
地
の
仕
事
だ
。
切
株
は
晩
秋
の
季
語
に
し
た
い
ほ
ど
開
拓
に
追
わ
れ
な
が
ら
の
伐
採
作
業
を
象
徴
す
る
こ

と
ば
で
あ
る
。

　
私
の
大
日
向
詠
か
ら
辛
う
じ
て
一
句
と
い
え
ば
、
上
掲
句
か
ら
次
の
句
が
掲
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

白
萩
や
妻
子
自
害
の
墓
碑
ば
か
り

静
生

　「
満
州
よ
り
帰
途
、
妻
子
足
手
ま
と
ひ
と
な
り
て
、
自
害
さ
す
」
と
前
書
を
付
す
。
集
落
の
外
れ
の
墓
地
へ
行
っ
た
。

9 1 章　満蒙開拓を詠む
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入
植
者
六
五
戸
の
墓
地
と
は
い
え
、
団
員
七
九
六
人
中
、
三
七
四
人
を
失
っ
て
い
た
。
入
植
か
ら
一
五
年
経
つ
。
墓
場

は
簡
素
、
萩
が
咲
き
満
ち
て
い
た
。
さ
す
が
に
「
自
害
」
と
の
墓
碑
銘
は
な
か
っ
た
。
が
私
の
中
で
は
「
自
害
」

（

自

決）
の
二
字
が
揺
る
が
せ
な
い
こ
と
ば
に
な
っ
て
い
た
。
俳
句
の
出
発
が
こ
の
墓
標
詠
か
ら
と
は
我
な
が
ら
重
く
、
暗

い
気
持
で
あ
っ
た
。

２
　
満
蒙
開
拓
⒡
⒢
尖
山
更
級
郷
開
拓
団
ほ
か

　
戦
後
七
棚
年
が
過
ぎ
、
こ
こ
へ
来
て
ま
ぼ
ろ
し
の
国
「
満
州
」

（

中
国
東
北
部）

へ
の
検
証
が
高
ま
っ
て
い
る
。
国
盗
り

合
戦
の
舞
台
は
国
を
挙
げ
て
の
一
時
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
の
、
一
人
一
人
の
体
験
は
忘
れ

が
た
く
決
し
て
無
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
生
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
七
棚
年
経
っ
て
よ
う
や
く
人
が
歴
史
を
血
肉

化
し
よ
う
と
す
る
静
か
な
、
し
か
し
、
相
手
を
失
く
し
た
闘
い
と
で
も
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　
昭
和
六
年（

一
九
三
一）

九
月
十
八
日
、
関
東
軍
参
謀
ら
に
よ
る
柳
条
湖
の
満
鉄
線
路
を
爆
破
す
る
謀
略
を
口
実
に
満

州
事
変
が
始
ま
る
。
翌
昭
和
七
年（

一
九
三
二）

三
月
一
日
、
満
州
国
建
国
宣
言（

同
九
日
溥
儀
執
政
に
就
く）

が
出
さ
れ
て

か
ら
、
昭
和
二
十
年（

一
九
四
五）

八
月
十
五
日
敗
戦（
同
十
八
日
満
州
国
皇
帝
退
位）

に
よ
り
満
州
国
が
解
消
す
る
。「
満

州
」
は
一
三
年
間
の
ま
ぼ
ろ
し
の
国
で
あ
っ
た
。

　
関
東
軍
司
令
部
に
よ
る
「
満
州
農
業
移
民
百
万
戸
移
住
計
画
」

（
二
棚
年
間
に
約
一
棚
棚
万
戸
・
五
棚
棚
万
人
入
植
さ
せ
る

予
定
案）

が
昭
和
十
一
年（

一
九
三
六）

八
月
に
は
国
策
と
決
定
さ
れ
る
。
欧
米
列
強
に
よ
る
ア
ジ
ア
の
植
民
地
解
放
を
掲

げ
「
五
族
協
和
」

（

日
・
満
・
漢
・
朝
鮮
・
蒙
古）

と
称
し
な
が
ら
、
満
州
国
は
日
本
人
に
よ
る
「
て
い
の
い
い
」
新
た
な

第 1部　忘れられた戦後 10
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