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田
ざ
か
い

園
ざ
か
い
と
は
不
思
議
を
も
の
で
あ
る
｡
佐
々
成
政
が

針
ノ
木
越
え
の
伝
説
を
残
し
た
戦
国
の
頃
､
針
ノ
木
岳
や

ス
バ
リ
岳
の
尾
根
を
結
ぶ
北
ア
ル
プ
ス
の
山
並
み
は
､
自

然
の
要
害
と
し
て
そ
の
ま
ま
一
同
の
防
衛
線
の
役
目
を
は

た
し
､
在
ん
と
を
く
同
ざ
か
い
ら
し
い
地
域
が
出
来
上
が

る
｡
そ
し
て
､
そ
れ
ら
の
地
域
は
時
の
領
主
の
力
関
係
や

電
車
あ
る
い
は
経
済
上
の
欲
求
の
も
と
に
､
あ
る
時
は
拡

大
さ
れ
､
ま
た
あ
る
時
に
は
縮
少
さ
れ
を
が
ら
､
次
第
に

固
定
し
た
園
指
線
と
し
て
確
立
し
て
行
く
｡

戦
国
時
代
に
続
-
江
戸
幕
府
の
封
建
社
会
は
､
こ
の
園

ぎ
か
い
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
ぎ
､
文
明
開
化
と
う
た
わ
れ

た
明
治
新
政
府
で
も
､
県
蹄
と
名
前
を
改
め
た
だ
け
で
､

そ
れ
を
ほ
と
ん
ど
踏
嬉
し
た
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
い
る
｡

交
通
機
関
や
経
済
交
流
･
情
報
交
換
な
ど
､
文
明
と
言

わ
れ
る
す
べ
て
の
も
の
が
飛
躍
的
に
発
展
し
た
現
在
､
こ

の
封
建
社
会
の
遺
物
と
し
て
の
園
ざ
か
い
は
､
有
効
に
機

能
を
は
た
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
｡

た
と
え
ば
'
山
梨
県
と
長
野
県
の
県
境
に
あ
た
る
南
ア

ル
プ
ス
北
部
の
北
沢
峠
付
近
に
見
ら
れ
る
様
に
､
国
有
地

と
し
て
同
家
が
直
接
管
理
し
て
い
る
山
岳
地
嵩
で
も
､
県

境
と
在
っ
て
い
る
尾
根
を
境
に
'
山
梨
側
の
森
林
は
山
頂

近
-
ま
で
切
り
倒
さ
れ
て
丸
裸
と
な
り
､
ど
う
し
た
理
由

か
知
ら
を
い
が
'
林
道
の
開
設
が
遅
れ
た
長
野
県
側
で
は

伐
採
が
進
ま
を
い
ま
ま
線
の
斜
面
が
広
が
っ
て
い
る
｡

こ
の
傾
向
は
森
林
伐
採
に
限
っ
た
こ
と
で
は
を
い
｡
観

光
開
発
と
称
し
て
進
め
ら
れ
る
無
差
別
的
自
然
破
壊
行
為

に
あ
っ
て
も
､
県
境
の
両
側
で
横
線
に
造
っ
た
現
象
を
現

れ
し
て
い
る
例
は
､
国
立
公
園
内
の
い
た
る
所
で
兄
い
だ

さ
れ
る
｡
ま
た
､
お
か
し
を
こ
と
に
片
側
で
何
か
が
始
ま

る
と
も
う
片
側
は
乗
り
遅
れ
じ
と
ば
か
り
に
ハ
ッ
ス
ル
し

そ
の
行
為
は
ま
す
ま
す
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
｡

緑
の
植
生
は
人
間
の
生
活
窮
境
を
守
る
防
衛
線
で
あ
る

と
さ
え
言
わ
れ
る
｡
自
然
景
観
保
護
地
域
と
し
て
の
国
立

公
園
に
あ
り
な
が
ら
'
気
候
･
地
形
･
地
哲
･
動
楢
物
を

ど
自
然
の
姿
を
全
体
的
に
と
ら
え
る
努
力
も
せ
ず
､
県
境

と
い
う
人
為
的
を
ラ
イ
ン
に
固
執
し
て
行
政
を
進
め
る
″

時
の
領
主
(
?
)
〟
の
思
あ
く
や
ゴ
ツ
ゴ
ウ
主
義
だ
け
で

自
然
を
ほ
し
い
J
J
t
守
に
し
て
良
い
も
の
だ
ろ
う
か
｡(

山
猿
)
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騒軽
針ノ入電と釧ノ本宮淑

黒
部
奥
山
廻
り
と
信
州広

　

瀬

戟

あ
し
〈
-
ち

立
山
両
ろ
く
の
軍
略
は
北
ア
ル
フ
ス
の
シ
ェ
ル
ハ

村
と
い
わ
れ
る
が
'
こ
の
芦
雌
こ
そ
は
千
年
の
昔
か

ら
立
山
信
仰
を
細
り
伝
え
て
来
た
宗
教
村
落
で
あ
る

こ
の
札
に
伝
わ
る
古
文
書
は
特
製
の
二
重
箱
に
収
め

て
施
錠
さ
れ
､
そ
の
箱
を
ま
た
麻
製
の
維
袋
に
入
れ

て
保
箇
さ
れ
て
い
る
｡
い
ざ
と
い
う
時
は
こ
の
縛
袋

ご
と
如
い
て
持
ち
出
す
た
め
で
あ
る
∪
　
こ
の
古
文
書

を
見
せ
て
も
ら
う
に
は
､
村
の
責
任
者
三
名
の
承
認

と
立
ち
会
い
が
な
け
れ
ば
許
可
さ
れ
ぬ
と
い
っ
た
ぐ

あ
い
に
､
万
事
厳
重
に
保
管
さ
れ
て
来
た
も
の
で
あ

る
｡

こ
の
古
文
蔀
の
中
に
､
永
禄
年
中
二
五
五
八
-

七
〇
)
越
中
の
武
将
寺
島
職
定
が
芦
崎
へ
あ
て
た
書

状
が
あ
る
｡
そ
れ
に
は
｢
商
人
ど
も
が
信
州
へ
越
境

す
る
の
を
厳
重
に
と
り
し
ま
れ
｣
と
い
っ
た
意
味
の

こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
｡
こ
の
一
遇
の
書
状
は
'
戦

国
の
昔
､
芦
雌
か
ら
立
山
を
山
越
え
し
て
信
州
と
往

来
し
た
商
人
た
ち
の
存
在
を
ま
ざ
ま
ざ
と
物
語
っ
て

い
る
｡
そ
れ
ら
の
山
間
通
行
者
の
中
に
､
商
人
を
よ

そ
ね
っ
て
'
ひ
そ
か
に
信
越
間
を
往
来
昭
班
し
ス
パ

イ
活
動
を
つ
つ
け
て
い
た
忍
び
の
者
が
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
｡
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
職
定
は
い
っ
さ
い
の
商

人
の
通
行
を
禁
じ
､
ス
パ
イ
活
動
を
終
息
さ
せ
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
の
山
間
通
行
者
の
利
用
し
た
道
筋
は
俗
に

ぎ
ら
ぎ
ら
越
え
と
呼
ば
れ
､
立
山
を
越
え
て
黒
部
川

を
渡
り
針
ノ
不
時
を
越
え
信
州
野
口
村
に
出
る
コ
ー

ス
で
あ
っ
た
｡
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
大
峡
谷
に
も
､
細
々
と

道
が
刻
ま
れ
'
釣
橋
が
か
け
ら
れ
､
塩
を
運
ぶ
ル
ー

ト
が
､
山
を
越
え
谷
を
越
え
て
つ
づ
い
て
い
る
が
､

こ
こ
で
も
'
塩
や
塩
魚
が
越
中
か
ら
信
州
へ
'
峡
谷

峻
岳
を
越
え
て
運
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
間
道
を
積
極
的
に
利
用
し
た
の
か
佐
々
成
政

で
あ
っ
た
｡
天
正
十
二
年
二
五
八
四
)
　
の
成
政
の

ざ
ら
ざ
ら
越
え
に
つ
い
て
は
確
実
を
史
料
が
な
く
､

事
件
は
伝
説
の
霧
に
包
ま
れ
て
い
る
が
'
時
日
に
多

少
の
検
討
の
余
地
は
あ
っ
て
も
､
と
に
か
く
信
越
国

境
を
越
え
た
こ
と
は
史
実
だ
｡

も
｢
こ
の
と
こ
ろ
昔
佐
々

内
蔵
助
落
ち
し
時
越
え
し

処
在
り
､
今
さ
ら
さ
ら
趣

と
い
う
｣
　
と
葺
き
入
れ
が

さ
れ
て
い
て
､
信
州
側
に

も
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
｡

大
出
の
西
正
院
の
姥
尊
像

に
も
'
成
政
が
持
っ
て
来

た
も
の
だ
と
い
う
伝
説
が

附
会
さ
れ
て
い
る
｡
立
山

登
締
着
は
ま
ず
芦
鵬
の
姥

堂
に
参
詣
し
て
行
く
を
ら

わ
し
で
あ
っ
た
｡
大
出
の

太
闘
記
や
泉
連
銭
の

伝
説
的
記
事
に
よ
れ

は
､
山
を
越
え
て
八

･
九
軒
'
素
の
あ
る

村
里
に
た
ど
り
つ
き

村
人
を
駕
か
し
た
と

い

う

｡

こ

の

山

ろ

く

の
村
里
と
い
う
の
は

野
口
村
あ
た
り
を
さ

し
て
い
る
の
で
あ
ろ

ヽ
7
0

成
政
ざ
ら
越
え
伝

説
に
つ
い
て
は
　
｢
水

野
華
人
止
禄
御
代
松

本
御
餉
分
絵
図
｣
　
に

姥
尊
は
､
声
噺
の
立
山
表
口
に
対
し
て
､
信
州
に
立

山
裏
登
山
口
が
あ
っ
た
事
実
を
示
す
も
の
で
あ
る
｡

信
州
側
立
山
登
山
道
の
実
情
は
古
井
垢
雨
の
｢
笈
族

随
筆
｣
　
に
も
書
き
記
さ
れ
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
し
て
'
越
中
芦
嶋
村
と
信
州
野
口
村

と
を
結
ぶ
ふ
し
ぎ
を
山
中
の
抜
け
道
が
､
戦
国
の
昔

か
ら
細
々
と
息
づ
い
て
い
た
の
で
あ
る
｡

△

　

　

　

△

　

　

　

△

天
正
十
三
年
'
成
政
は
力
尽
き
て
秀
吉
に
降
参
し

十
五
年
に
は
成
放
け
肥
後
国
へ
移
さ
れ
越
中
新
川
郡

は
あ
げ
て
前
田
氏
の
領
地
と
在
っ
た
し
か
し
前
田
氏

に
と
っ
て
気
味
が
悪
か
っ
た
の
は
､
立
山
の
裏
に
秘

密
の
抜
け
道
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
｡
碕
敵

佐
々
が
そ
の
間
道
を
利
用
し
て
い
た
と
い
う
事
実
は

い
っ
そ
う
前
田
氏
(
加
賀
蒲
)
　
の
神
経
を
と
が
ら
せ

た
｡

カ
し
ま
り

そ
こ
で
前
田
氏
は
黒
部
奥
山
〓
市
を
御
縮
山
　
(
立

入
禁
止
区
域
)
と
し
'
声
崎
の
者
に
そ
の
監
視
を
命

じ
た
｡
立
山
信
仰
登
山
の
道
は
許
さ
れ
た
が
'
定
め

ら
れ
た
コ
ー
ス
以
外
を
歩
く
こ
と
は
､
授
し
い
漑
窮

と
さ
れ
た
｡

慶
安
元
年
(
一
六
四
八
)
満
主
前
田
利
常
は
､
芦

嶋
の
三
左
衛
門
･
十
三
郎
を
小
松
城
に
呼
び
出
し
､

｢
佐
々
成
政
が
通
っ
た
と
い
う
ぎ
ら
ぎ
ら
越
え
か
ら

信
州
ま
で
の
道
筋
を
実
地
調
査
さ
せ
る
た
め
'
奉
行

三
名
派
遣
す
る
か
ら
､
お
ま
え
た
ち
父
子
は
そ
の
案

内
を
せ
よ
｣
と
命
じ
､
鉄
砲
を
与
え
た
｡
こ
の
時
一

行
は
針
ノ
木
峠
を
越
え
て
信
州
野
口
村
領
馬
留
ま
で

足
を
の
は
し
'
つ
ぶ
さ
に
調
査
し
て
い
る
｡
縄
を
用

い
て
道
の
り
も
く
わ
し
く
実
測
し
た
と
い
う
｡

そ
の
後
満
は
毎
年
奥
山
廻
り
と
い
う
役
名
の
監
視

員
を
出
し
て
山
中
を
巡
察
さ
せ
た
｡
奥
山
廻
り
は
一

定
の
家
柄
か
ら
選
任
さ
れ
た
｡
宮
山
市
郊
外
の
太
田

本
郷
に
は
現
存
す
る
た
だ
一
つ
の
山
廻
り
役
宅
が
あ

る
｡
浮
田
家
と
い
っ
て
､
多
年
'
奥
山
廻
り
の
苦
し

い
勤
め
を
果
た
し
て
来
た
家
柄
で
そ
の
建
築
は
富
山

県
指
定
文
化
財
で
あ
る
｡
広
い
庭
に
は
熊
笹
が
茂
り

野
ウ
サ
ギ
が
生
息
し
､
池
に
は
水
芭
蕉
が
茂
っ
て
い

る
｡
い
か
に
も
奥
山
廻
り
に
ふ
さ
お
し
い
住
ま
い
で

あ
る
｡

奥
山
廻
り
は
毎
年
､
夏
か
ら
秋
の
は
じ
め
に
か
け

て
'
人
足
に
ナ
ベ
や
カ
マ
や
食
糧
を
担
が
せ
て
出
か

け
た
｡
人
足
の
数
は
は
じ
め
人
名
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た

が
'
後
に
は
強
化
さ
れ
て
三
十
名
ぐ
ら
い
に
在
り
､

見
ま
わ
り
の
日
数
も
は
じ
め
は
十
五
日
ぐ
ら
い
た
っ

た
の
が
､
二
十
五
日
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
い
る
｡
人
足

に
は
誓
紙
を
書
か
せ
'
黒
部
奥
山
で
の
見
聞
は
い
っ

さ
い
秘
密
と
し
て
親
兄
弟
に
も
洩
ら
さ
ぬ
よ
う
固
く

醤
あ
せ
た
｡

奥
山
を
ま
わ
る
コ
ー
ス
は
'
上
奥
山
･
下
奥
山
の

両
コ
ー
ス
が
あ
っ
た
｡
上
奥
山
と
い
う
の
は
'
立
山

か
ら
黒
部
川
を
渡
り
へ
針
ノ
木
峠
に
の
ぼ
っ
て
､
鷲

羽
岳
ま
で
の
国
境
山
稜
を
め
ぐ
り
､
薬
師
岳
･
右
筆

を
経
て
も
ど
っ
て
-
る
の
で
あ
っ
た
｡
へ
そ
の
逆
コ

ー
ス
を
と
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
｡
)
　
下
奥
山
と
い
う
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鮪物博ど山

の
は
'
境
川
水
源
の
山
々
を
さ
ぐ
り
'
小
用
温
泉
か

ら
黒
姪
の
谷
に
入
り
､
大
蓮
華
(
白
馬
)
･
租
母
谷

方
面
を
め
ぐ
っ
て
く
る
コ
ー
ス
で
､
時
に
は
東
谷
か

ら
五
竜
･
鹿
島
槍
ま
で
足
を
の
は
し
た
｡

上
奥
山
コ
ー
ス
の
第
一
の
眼
目
は
､
な
ん
と
い
っ

て
も
針
ノ
木
峠
で
あ
っ
た
｡
コ
ー
ス
は
年
に
よ
っ
て

多
少
の
変
更
は
あ
っ
た
が
､
必
ず
こ
の
峠
に
は
登
っ

て
加
賀
満
領
の
制
札
を
立
て
る
の
を
例
と
し
た
｡

奥
山
廻
り
の
任
務
は
は
じ
め
は
軍
事
的
意
味
も
あ

っ
た
ろ
う
｡
し
か
し
天
下
太
平
が
つ
づ
き
､
も
は
や

軍
隊
の
侵
入
も
ス
パ
イ
の
暗
躍
も
心
配
の
必
要
が
な

く
在
っ
た
｡
む
し
ろ
､
山
中
で
信
州
人
の
材
木
伐
採

や
狩
猟
･
漁
猟
を
見
つ
け
､
こ
れ
に
神
経
を
と
が
ら

せ
た
｡
｢
こ
こ
は
越
中
｡
加
賀
蒲
領
で
あ
る
｡
信
州

人
の
立
ち
入
り
は
許
さ
ぬ
｡
ま
し
て
盗
伐
盗
掘
を
ど

断
じ
て
許
さ
ぬ
ぞ
｣
と
い
う
の
が
奥
山
廻
り
た
ち
の

信
条
で
あ
っ
た
｡

針
ノ
木
谷
で
は
し
ば
し
ば
信
州
人
の
伐
採
小
屋
が

発
見
さ
れ
た
｡
伐
採
業
者
は
い
ち
は
や
く
逃
げ
て
し

ま
う
｡
奥
山
廻
り
役
は
伐
採
材
木
を
没
収
し
､
小
屋

は
二
度
と
使
用
さ
れ
ぬ
よ
う
焼
き
払
う
｡
黒
部
川
べ

り
の
岩
魚
釣
り
は
叱
ら
れ
て
追
い
出
さ
れ
た
｡
こ
ん

な
こ
と
が
毎
年
の
よ
う
に
-
り
か
え
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
｡

△

　

　

　

△

　

　

　

△

と
こ
ろ
で
信
州
人
の
考
え
か
た
は
ど
う
で
あ
っ
た

ろ
う
｡
奥
山
廻
り
が
発
見
し
た
盗
伐
小
屋
の
そ
ば
に

石
が
立
て
て
あ
っ
て
､
そ
れ
に
は
墨
-
ろ
ぐ
ろ
と
｢

野
口
山
｣
と
書
い
て
あ
っ
た
と
い
う
｡
野
口
村
領
の

山
の
意
で
あ
る
｡
つ
ま
り
信
州
人
に
と
っ
て
は
黒
部

奥
山
は
信
州
の
一
部
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
｡
加
賀
満
の
立
ち
場
か
ら
は
｢
盗
伐
｣
　
で
あ
っ
た

が
'
信
州
人
の
立
ち
場
か
ら
は
､
当
然
の
生
業
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
｡
奥
山
廻
り
は
こ
の
石
標
を
｢
砂
み

が
き
し
　
に
し
て
消
し
た
と
い
う
｡
ゴ
シ
ゴ
シ
砂
を
こ

す
り
つ
け
て
抹
消
し
た
の
で
あ
る
｡

そ
し
て
針
ノ
木
峠
に
は
､
か
ね
て
用
達
の
木
札
を

立
て
た
｡
一
例
を
示
す
と
､
札
の
表
に
は
｢
加
州
境

白
兎
分
｣
　
｢
山
廻
り
役
　
竹
内
甚
之
進
'
浮
田
惣
八

郎
｣
 
､
裏
に
は
｢
慶
応
元
年
乙
丑
七
月
吉
祥
日
｣
　
｢

井
二
平
柚
五
百
人
召
連
登
山
之
事
｣
と
書
か
れ
て
い

る
｡
実
際
に
は
三
十
人
ぐ
ら
い
し
か
登
っ
て
い
左
い

の
に
｢
五
百
人
｣
と
は
信
州
人
を
お
ど
す
た
め
で
､

ま
こ
と
に
コ
ッ
ケ
ィ
‡
誇
張
で
あ
る
が
､
を
ん
と
か

し
で
盗
伐
を
防
こ
う
と
い
う
山
廻
り
役
の
真
剣
毒
気

特
が
い
じ
ら
-
;
＼
も
あ
れ
れ
で
あ
る
｡

こ
ん
な
札
が
一
枚
で
も
残
っ
て
い
た
ら
､
そ
れ
こ

そ
貴
重
を
史
料
と

し
て
大
町
山
岳
博

物
館
の
一
室
に
陳

列
し
て
お
き
た
い

と
こ
ろ
だ
が
､
全

然
残
っ
て
い
な
い

と
こ
ろ
を
見
る
と

信
州
人
た
ち
が
引

っ
こ
抜
い
て
焚
き

火
に
で
も
し
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
ろ

う
○

盗
伐
材
木
は
没

収
し
た
が
､
こ
れ

を
越
中
側
へ
運
び

お
ろ
す
こ
と
は
と

て
も
で
き
を
い
相

談
で
あ
る
｡

や
む
を
え
ず
`
信
州
の
木
材
業
者
に
払
い
下
げ
て
い

る
が
､
足
も
と
を
見
て
､
安
-
買
い
た
た
か
れ
て
い

る
｡
安
永
四
年
二
七
七
五
)
に
は
野
口
村
の
西
沢

九
郎
七
が
払
い
下
げ
を
受
け
て
い
る
が
､
結
局
は
｢

盗
伐
業
者
の
も
と
じ
め
｣
が
貴
い
取
っ
て
い
く
わ
け

で
､
双
方
と
も
腹
の
中
で
は
お
か
し
か
っ
た
ろ
う
｡

盗
伐
業
者
の
逃
げ
足
は
早
か
っ
た
｡
山
廻
り
に
逮

捕
さ
れ
た
の
は
安
永
四
年
の
高
根
新
村
(
〝
山
と
博
〟

編
集
部
謹
'
お
そ
ら
く
高
根
新
田
村
の
こ
と
で
あ
ろ

ラ
)
の
三
吉
で
､
こ
の
事
件
に
ち
を
ん
で
盗
伐
ル
ー

ト
が
三
吉
道
､
そ
の
小
屋
場
が
三
吉
小
屋
場
､
伐
採

し
て
い
た
谷
が
三
吉
谷
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
在
っ
た

三
吉
は
い
わ
ば
信
州
机
の
代
表
と
し
て
そ
の
名
を
長

く
黒
部
山
中
に
と
ど
め
た
わ
け
で
あ
る
｡

黒
部
山
中
の
名
木
は
ネ
ズ
で
あ
る
が
:
ネ
ズ
の
こ

と
を
信
州
で
は
ク
ロ
ベ
と
い
う
｡
黒
部
奥
山
の
木
だ

か
ら
こ
ん
を
名
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
名
は
お
の
ず

か
ら
そ
の
出
も
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

△

　

　

　

△

　

　

　

△

と
こ
ろ
で
､
奥
山
廻
り
の
任
務
は
盗
伐
と
り
し
ま

り
だ
け
で
は
な
か
っ
た
｡
｢
来
(
普
)
鳥
･
花
･
松

･
硫
黄
な
ど
取
り
盗
む
者
が
な
い
か
度
々
見
ま
わ
れ

｣
と
書
い
た
古
記
録
が
首
輪
に
残
さ
れ
て
い
る
｡
雷

鳥
の
保
護
は
加
賀
蒲
の
終
始
一
貫
し
た
方
針
で
あ
っ

り
､
そ
れ
が
こ
こ
に
も
現
わ
れ
て
い
る
｡
森
林
や
硫

黄
は
資
源
と
い
う
意
味
か
ら
で
あ
ろ
う
が
､
雷
鳥
や

高
山
植
物
は
あ
さ
ら
か
に
自
然
の
保
護
で
あ
る
｡

奥
山
廻
り
に
は
俳
譜
を
た
し
な
み
風
雅
を
解
す
る

者
が
あ
っ
て
､
山
中
で
句
会
を
開
い
た
記
録
も
あ
る

が
､
滑
川
の
桐
沢
半
六
も
そ
の
一
人
で
､
山
廻
り
日

記
中
､
し
ば
し
ば
俳
句
を
書
き
つ
け
て
い
る
｡
黒
部

川
を
渡
渉
す
る
と
き
'

手
を
組
み
で
ふ
ん
ば
り
越
ゆ
る
秋
の
川

と
よ
み
`
山
の
仮
小
屋
で

夜
寒
か
な
手
足
か
が
め
て
こ
も
の
下

と
訴
え
､
寒
夜
の
槍
が
岳
を
遠
望
し
て
､

夜
寒
ほ
ど
空
に
来
る
か
を
鎗
ケ
獄

と
歌
う
｡
寒
気
さ
び
し
い
ほ
ど
､
-
っ
き
り
と
空
に

冴
え
て
見
え
る
こ
と
を
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
ま
た

眼
下
に
信
濃
路
を
見
お
ろ
し
て
､

信
濃
路
や
調
一
と
と
の
)
ふ
そ
ば
の
中
日
和
(
ひ
よ
り
)

眼
の
下
に
竪
道
を
が
し
そ
ば
の
花

と
詠
じ
て
い
る
｡
後
立
山
の
縦
走
路
か
ら
ソ
パ
畑
ま

で
見
え
た
か
ど
う
か
疑
問
だ
が
'
山
廻
り
の
心
の
目

に
は
あ
り
あ
り
と
浮
か
ん
た
の
で
あ
ろ
う
｡
越
中
古

地
図
の
一
つ
に
｢
針
ノ
木
北
又
へ
ノ
ボ
レ
バ
信
州
ノ

人
音
ミ
ユ
ル
｣
　
と
書
き
入
れ
し
た
も
の
が
あ
る
｡
こ

の
鰻
い
語
に
､
人
家
に
対
す
る
な
つ
か
し
さ
が
あ
ふ

れ
て
い
る
｡
山
廻
り
も
人
の
子
で
あ
る
｡
長
い
山
旅

を
つ
づ
け
､
人
里
恋
し
さ
が
ご
み
あ
げ
て
き
た
の
で

あ
ろ
う
｡

黒
部
山
中
の
森
林
資
源
に
つ
い
て
は
､
土
屋
義
休

も
｢
こ
の
山
､
城
下
へ
還
し
､
故
に
他
領
の
ご
と
く

成
り
ゆ
く
こ
と
､
惜
し
む
べ
き
か
を
｣
　
(
享
保
二
十

一
年
'
一
七
三
六
)
　
と
欺
じ
た
｡
し
か
し
加
賀
満
は

い
つ
ま
で
も
指
を
く
わ
え
で
見
て
は
い
を
か
っ
た
｡

天
保
九
年
二
八
三
人
)
　
に
は
藩
は
自
力
で
黒
部
奥

山
伐
採
事
業
を
お
こ
し
'
針
ノ
木
谷
を
ど
に
伐
出
小

屋
十
一
棟
を
建
て
て
大
々
的
に
伐
採
し
た
｡
伐
り
出

し
た
木
材
は
｢
針
ノ
木
峠
婁
｣
　
へ
運
び
お
ろ
し
､
運

用
谷
の
中
小
屋
を
中
継
基
地
と
し
て
信
濃
路
へ
搬
出

し
た
の
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
低
額
を
使
用
す
る
の
で

あ
る
か
ら
､
前
も
っ
て
渡
り
を
つ
け
ね
は
在
ら
ぬ
｡

加
賀
満
の
名
題
彦
右
衛
門
が
信
州
へ
出
張
し
て
松
本

諸
と
の
閲
に
談
合
を
す
ま
せ
､
国
境
線
に
つ
い
て
も

(
次
頁
へ
つ
づ
く
)
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偶湖のチャボ(左)と育ったライチョウ(ち)

1969･ 8 ･30 170日金)撮影

鯖物請.
ど山

ラ
イ
チ
ョ
ウ
を
育
て
る
　
(
そ
の
三
)

一
九
六
八
年
の
秋
､
現
地
育
成
の
後
爺
ガ
岳
か
ら

下
ろ
さ
れ
た
二
家
族
の
ラ
イ
チ
ョ
ウ
は
雌
耕
二
羽
'

著
雄
四
羽
､
着
脱
四
羽
､
計
一
〇
羽
と
い
う
構
成
で

し
た
｡
こ
の
う
ち
'
一
九
六
九
年
一
月
二
十
三
日
に

コ
ク
シ
ゾ
ウ
ム
症
で
一
方
の
雌
親
を
､
ま
た
五
月
二

日
に
原
因
不
明
の
黄
色
下
痢
で
一
羽
の
若
雌
を
失
っ

た
た
め
､
一
九
六
九
年
の
飼
育
繁
殖
は
残
っ
た
八
羽

で
四
組
の
番
い
を
構
成
し
て
進
め
ら
れ
ま
し
た
｡

飼
育
繁
殖
の
成
功

待
望
の
人
工
気
候
室
の
建
設
は
設
計
も
出
来
て
'

い
よ
い
よ
施
工
の
段
階
を
迎
え
て
い
ま
し
た
｡
し
か

し
､
予
算
の
都
合
で
工
事
は
二
年
間
に
分
割
さ
れ
た

た
め
'
ま
た
も
冷
房
施
設
の
を
い
ま
ま
､
繁
殖
の
季

節
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
す
｡

-
　
ツ
ガ
イ
形
成
と
産
卵

三
月
に
入
る
と
､
雄
は
闘
争
性
が
強
く
な
り
､
赤

い
肉
冠
を
開
い
て
ガ
･
ガ
-
ツ
と
鳴
き
立
て
､
飼
育

者
に
対
し
て
す
ら
キ
ン
舎
へ
の
侵
入
を
こ
ぼ
む
傾
向

が
出
て
き
ま
し
た
｡
こ
う
し
た
発
情
の
徴
で
あ
る
ナ

ワ
バ
リ
防
衛
の
習
性
が
発
現
し
て
き
た
雄
に
対
し
'

換
羽
が
進
行
し
産
卵
期
が
近
づ
い
た
と
み
ら
れ
る
雌

を
順
次
配
し
て
ツ
ガ
イ
を
人
為
的
に
作
り
ま
し
た
｡

溝

　

川

　

庄

一

交
尾
は
早
い
例
で
は
四
月
下
旬
(
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ

の
開
花
日
と
i
致
)
か
ら
認
め
ら
れ
ま
し
た
｡

キ
ン
舎
内
は
で
き
る
だ
け
自
然
の
状
態
に
似
せ
る

た
め
､
中
央
部
に
ア
カ
マ
ツ
の
枝
を
桟
に
逼
っ
た
よ

う
に
畳
で
や
り
ま
し
た
｡
雌
鳥
は
こ
の
ア
カ
マ
ツ
の

枝
の
下
の
地
面
に
親
子
ど
ん
ぶ
り
程
の
大
き
さ
の
穴

を
掘
り
'
･
翌
日
こ
の
巣
穴
の
中
に
最
初
の
卯
を
産
み

ま
し
た
｡
卵
の
下
に
は
巣
材
は
何
も
入
っ
て
い
ま
せ

ん
が
､
卵
を
産
み
終
る
と
中
腰
の
姿
勢
で
一
歩
前
進

し
､
近
-
に
あ
る
相
楽
を
日
に
く
わ
み
て
尾
羽
根
の

後
ろ
の
巣
の
士
に
投
げ
ま
す
｡
こ
う
し
た
動
作
を
何

十
固
と
を
く
操
り
返
し
､
枯
葉
で
卯
を
完
全
に
か
く

し
て
か
ら
巣
を
駈
れ
ま
す
｡
翌
日
､
産
み
足
し
を
す

る
時
に
は
'
前
日
か
け
た
枯
葉
を
て
い
ね
い
に
取
り

除
い
て
か
ら
産
卵
し
､
再
び
枯
葉
を
か
け
ま
す
｡
(

相
葉
は
抱
卵
時
に
卵
の
下
に
敷
く
)
キ
ン
舎
へ
人
が

接
近
す
る
と
､
雌
親
は
憲
識
的
に
巣
か
ら
遠
ざ
か
り

別
の
場
所
の
枝
蔭
に
坐
っ
た
り
し
て
人
の
注
意
を
巣

か
ら
外
そ
う
と
し
ま
す
｡
こ
の
よ
う
に
雌
は
産
卵
期

に
は
神
経
質
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
､
安
静
を
環
境

を
与
え
る
こ
と
が
何
よ
り
大
切
で
す
｡

産
卵
は
と
き
に
休
む
日
は
あ
っ
て
も
毎
日
の
よ
う

に
続
け
ら
れ
､
四
羽
の
雌
か
､
ち
合
計
四
九
コ
の
卵
が

得
ら
れ
ま
し
た
｡
,
野
生
の
場
合
の
二
倍
も
数
多
-
産

ん
だ
わ
け
で
す
｡

例
え
ば
五
月
一
八
日
に
初
卵
を
産
ん
だ
一
羽
の
雌

の
場
合
､
五
月
二
九
日
ま
で
に
九
卯
を
産
ん
で
在
お

抱
か
な
い
の
で
五
嬰
二
〇
日
に
二
卵
を
残
し
て
七
卵

を
採
取
し
､
採
取
し
た
卵
は
そ
の
日
か
ら
チ
ャ
ボ
に

抱
か
せ
ま
し
た
｡
し
か
し
､
六
月
一
日
か
ら
ま
た
産

卵
が
続
き
六
月
一
五
日
に
第
一
五
卵
を
産
ん
で
翌
日

か
ら
抱
卵
に
入
っ
て
お
り
ま
す
｡

2
　
抱
卵
と
購
化

第
二
の
雌
の
場
合
は
ケ
ー
ジ
が
カ
モ
シ
カ
園
内
の

安
静
を
場
所
に
あ
っ
た
た
め
か
九
卵
を
崖
下
の
の
ち

直
ち
に
抱
卵
に
入
り
ま
し
た
が
へ
第
三
の
雌
は
一
〇

卵
産
ん
で
巣
を
捨
て
て
し
ま
っ
た
た
め
､
七
卵
を
チ

ヤ
ボ
に
三
卵
を
購
卯
器
に
あ
づ
け
る
結
果
と
在
り
'

ま
た
､
第
四
の
雌
の
場
合
に
も
一
五
卵
中
前
半
に
産

下
さ
れ
た
八
卵
を
チ
ャ
ボ
に
抱
か
せ
る
こ
と
に
在
り

ま
し
た
｡
こ
の
よ
う
に
飼
育
下
で
は
ラ
イ
チ
ョ
ウ
を

巣
に
坐
ら
せ
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
あ
り
ま

せ
ん
｡
抱
卵
の
条
件
と
し
て
は
①
人
･
犬
･
猫
を
ど

が
接
近
し
な
い
安
静
を
環
境
を
与
え
る
こ
と
'
②
外

か
ら
抱
卵
中
の
雌
が
見
え
に
く
い
よ
う
マ
ツ
の
枝
な

ど
を
適
当
に
配
置
す
る
こ
と
､
③
ケ
ー
ジ
は
ゆ
る
い

傾
斜
地
に
設
け
､
谷
方
向
の
見
張
ら
し
を
良
-
し
､

出
入
口
を
谷
方
向
に
つ
け
る
こ
と
｡
④
地
面
は
適
当

に
湿
っ
て
お
り
へ
強
い
直
射
が
巣
に
当
ら
を
い
こ
と

⑤
ヶ
-
ジ
内
に
は
営
巣
場
所
か
ら
離
れ
た
位
置
に
一

カ
所
以
上
の
雌
の
か
-
れ
場
所
と
な
る
マ
ツ
の
枝
な

ど
が
あ
る
こ
と
､
な
ど
で
す
｡

雌
親
鳥
に
よ
る
抱
卵
は
三
業
で
二
〇
卵
'
こ
の
う

ち
締
出
し
た
も
の
一
五
卵
､
平
均
媚
化
率
七
五
%
｡

チ
ャ
ボ
に
よ
る
抱
卵
は
四
股
で
二
四
卵
､
嫡
出
一
五

卵
､
平
均
媚
化
率
六
二
･
五
%
｡
賠
卵
器
に
よ
る
も

の
四
卵
:
つ
ち
描
出
一
卵
､
賠
化
率
二
五
%
､
他
に

事
故
に
よ
る
破
掘
一
卵
と
い
う
成
績
で
し
た
｡
母
鳥

に
よ
る
媚
化
の
成
績
が
最
も
良
か
っ
た
わ
け
で
す
が

こ
れ
は
主
と
し
て
､
新
鮮
卵
を
抱
い
た
た
め
と
思
わ

れ
ま
す
｡

3
　
一
羽
た
け
育
つ

全
部
で
三
一
羽
の
雛
が
出
た
の
で
す
が
､
最
初
に

抱
か
せ
た
チ
ャ
ボ
の
場
合
た
け
が
餌
付
け
に
成
功
､

他
は
す
べ
て
嫡
化
後
一
〇
日
以
内
に
死
亡
し
ま
し
た

多
く
の
雛
は
口
令
ニ
ー
六
日
で
落
命
し
て
い
ま
す
｡

餌
付
け
段
階
で
死
亡
し
た
最
大
の
原
因
は
雛
そ
の
も

の
が
弱
小
で
あ
っ
た
こ
と
と
､
天
候
が
悪
く
長
雨
が

続
い
た
こ
と
に
あ
る
と
み
ら
れ
ま
す
｡
雛
が
毒
せ
弱

か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
最
大
の
問
題
と
な
り
ま
す

が
､
卵
が
自
然
の
も
の
よ
り
も
二
割
方
軽
小
で
あ
っ

た
点
､
産
卵
数
が
二
倍
に
も
な
っ
た
点
な
ど
を
考
え

る
と
､
産
卵
期
の
栄
養
と
産
卵
期
か
ら
抱
卵
期
へ
か

け
て
の
気
候
条
件
が
根
本
的
原
因
と
み
ら
れ
ま
す
｡

餌
付
け
に
成
功
し
た
母
鶏
背
離
に
よ
る
雛
は
四
〇

日
令
ま
で
に
夏
の
暑
さ
が
わ
ざ
お
い
し
で
五
羽
が
死

亡
､
そ
の
後
高
沢
へ
移
し
た
一
羽
の
雄
雛
だ
け
が
育

ち
ま
し
た
｡
ラ
イ
チ
ョ
ウ
飼
育
七
年
に
し
て
､
よ
う

や
く
初
の
飼
育
下
繁
殖
に
成
功
し
た
わ
け
で
す
｡

-
以
下
次
号
=
　
(
山
岳
博
物
館
学
芸
員
)

(
前
頁
よ
り
)

意
見
の
一
致
に
こ
ぎ
つ
け
て
い
る
｡
領
地
利
用
の
代

償
と
し
て
､
加
賀
蒲
か
ら
信
州
へ
塩
を
出
荷
す
る
こ

と
に
話
が
ま
と
ま
り
､
そ
の
ま
た
お
礼
と
し
て
松
本

蒲
か
ら
加
賀
蒲
へ
綿
を
贈
り
物
に
す
る
と
い
う
､
を

ご
や
か
を
一
場
面
も
あ
っ
た
｡

し
か
し
'
加
賀
満
の
伐
採
材
木
が
ど
し
ど
し
篭
川

谷
か
ら
大
町
･
松
本
へ
運
び
出
さ
れ
る
の
を
見
て
､

信
州
の
仙
た
ち
は
ど
ん
を
気
特
が
し
た
こ
と
だ
ろ
う

自
分
た
ち
が
汗
み
ど
ろ
に
な
っ
て
切
り
開
い
た
林
道

が
､
そ
っ
く
り
加
賀
満
の
利
用
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ

た
の
で
あ
る
｡
｢
お
株
を
と
ら
れ
た
｣
と
は
ま
さ
に

こ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

一
方
､
越
中
の
農
民
は
不
穏
で
あ
っ
た
｡
黒
部
奥

山
を
伐
採
す
る
と
､
山
が
荒
れ
､
天
候
不
順
と
な
り

田
畑
が
不
作
に
在
る
と
い
う
根
強
い
迷
信
が
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
｡
藩
は
住
民
の
不
満
を
を
た
め
へ
不
安

を
取
り
除
く
た
め
'
伐
採
事
業
を
一
時
中
止
し
て
'

立
山
で
祈
願
祭
を
行
な
っ
た
く
ら
い
で
あ
る
｡
ま
た

こ
の
事
業
の
奉
行
で
あ
っ
た
名
題
彦
右
衛
門
は
ふ
と

し
た
こ
と
か
ら
失
脚
し
て
い
る
｡

△

　

　

　

△

　

　

　

△

し
か
し
黒
部
奥
山
は
伐
採
せ
ず
､
開
発
せ
ず
'
自

然
の
ま
ま
に
保
護
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
｢
根
強

い
迷
信
｣
　
は
大
き
を
目
で
見
れ
ば
､
か
え
っ
て
真
実

で
あ
る
｡
無
理
を
産
業
開
発
が
自
然
の
バ
ラ
ン
ス
を

破
壊
し
､
種
々
の
公
害
を
ひ
き
起
こ
す
こ
と
は
､
最

近
わ
れ
わ
れ
の
手
痛
い
ま
で
に
経
験
し
た
と
こ
ろ
で

あ
る
｡
現
在
こ
の
奥
山
が
国
有
林
･
国
立
公
園
と
し

て
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
私
は
う
れ
し
く
思
う
｡

そ
し
て
'
奥
山
廻
り
と
信
州
机
の
角
逐
､
加
賀
蒲
営

伐
椋
若
菜
､
成
政
ざ
ら
ざ
ら
越
え
な
ど
の
遠
い
歴
史

を
か
え
り
み
つ
つ
､
こ
の
雄
大
を
国
境
山
稜
･
幽
深

な
大
峡
谷
を
心
ゆ
-
ま
で
味
わ
ワ
ニ
と
の
幸
福
を
思

う
の
で
あ
る
｡
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