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挽歌の青木湖

幻
の
魚
を
放
つ

紅
葉
の
映
ゆ
る
渓
谷
の
水
が
､
ひ
と
き
わ
冷
た
さ

を
増
し
て
く
る
と
､
湖
の
ひ
め
鱒
た
ち
も
ま
た
､
産

卵
期
の
美
し
い
色
彩
の
魚
鱗
を
ま
と
っ
て
'
お
の
れ

の
母
な
る
清
流
を
慕
っ
て
遡
上
し
て
ゆ
く
｡

こ
の
よ
う
な
現
象
を
､
た
ま
た
ま
見
か
け
る
こ
と

の
出
来
る
現
地
の
人
た
ち
は
､
そ
れ
を
ひ
め
鱒
の
唯

一
の
花
嫁
衣
装
と
呼
ん
で
い
る
｡

北
海
道
の
､
支
窃
'
阿
寒
､
洞
爺
等
の
湖
に
流
入

す
る
満
潮
を
河
川
に
お
い
で
は
'
十
月
か
ら
十
一
月

の
季
節
に
か
け
て
､
ひ
め
館
の
産
卵
の
時
期
を
む
か

え
る
｡
三
年
も
し
-
は
四
年
魚
の
'
体
長
二
十
m
前

後
に
成
長
し
た
ひ
め
鱒
は
､
魚
体
を
紅
に
染
め
て
､

ひ
た
す
ら
産
卵
の
た
め
の
場
所
を
求
め
る
｡
や
が
て

修
を
い
命
の
代
償
と
も
一
子
っ
べ
き
産
卵
が
解
れ
る
と
､

魚
た
ち
の
姿
も
ま
た
､
こ
の
世
界
か
ら
消
え
て
ゆ
-
｡

そ
れ
は
'
ひ
め
縛
の
最
初
に
し
て
最
後
の
､
佳
麗

を
生
涯
を
告
げ
る
終
焉
の
色
彩
で
も
あ
ろ
う
か
｡

だ
が
こ
の
青
木
湖
に
は
'
魚
族
の
繁
殖
に
つ
な
が

る
河
川
が
な
い
｡
昭
和
二
十
九
年
以
来
､
企
業
利
水

に
よ
る
湖
面
の
変
動
は
'
ひ
め
鱒
等
に
ふ
さ
わ
し
い

自
然
河
川
機
能
の
殆
ど
を
破
壊
し
て
き
た
｡
開
発
以

前
の
青
木
湖
の
よ
う
に
自
然
泥
水
が
､
を
ん
の
人
為

的
な
陣
富
も
な
く
､
そ
の
ま
ま
豊
か
な
湖
に
注
ぐ
河

川
環
境
が
矢
を
わ
れ
た
こ
と
は
悲
し
い
こ
と
た
｡

嘗
て
の
青
木
湖
に
見
る
清
澄
を
水
質
環
境
の
評
価

は
'
今
日
に
お
い
て
､
な
お
そ
の
質
性
を
保
っ
て
い

る
が
､
湖
沼
学
的
に
は
貧
栄
養
湖
と
し
て
扱
わ
れ
､

わ
が
国
に
お
け
る
自
然
筒
理
の
､
そ
の
水
産
的
価
値

観
か
ら
見
放
し
て
き
た
こ
と
の
事
実
は
い
な
め
な
い
｡

更
に
は
近
代
の
自
然
環
境
占
有
型
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

に
よ
る
､
資
源
収
奪
的
合
理
主
義
が
も
た
ら
し
た
､

自
然
界
へ
の
侵
食
度
は
､
こ
の
青
木
湖
の
み
な
ら
ず
､

国
内
の
内
水
面
資
源
を
極
め
て
危
機
的
な
症
状
に
陥

れ
た
｡し

か
し
､
こ
の
裂
傷
の
湖
に
も
幻
の
魚
の
栽
培
に

賭
け
る
夢
が
あ
る
｡
そ
れ
は
な
が
い
懸
案
の
時
を
経

て
､
青
木
湖
ひ
め
翰
増
殖
セ
ン
タ
ー
が
､
こ
の
程
､

湖
の
西
北
岸
に
着
工
し
た
｡
幻
の
魚
を
放
つ
た
め
の
､

ひ
た
む
き
を
地
元
民
の
労
苦
は
､
ま
た
あ
た
ら
し
い

転
換
期
を
む
か
え
た
の
た
｡

長
沢
　
正
(
青
木
湖
漁
業
嘲
同
組
合
長
)
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短冊苗代とたなんは

館物博ど山

北
ア
ル
プ
ス
山
麓

稲
作
の
変
遷

江
戸
時
代
よ
り
続
い
た
人
力
農
法
と
作
神
様
中
心

の
前
近
代
的
農
法
は
明
治
二
十
年
代
に
は
､
牛
馬
に

よ
る
畜
力
時
代
に
入
り
､
こ
の
両
親
地
帯
の
栽
培
技

術
は
､
聞
流
二
十
四
年
二
八
九
二
に
'
長
野
県
の

発
し
た
｢
搬
隷
硝
正
確
頼
ル
可
キ
米
作
改
良
法
｣

即
ち
五
条
梱
､
矩
冊
前
代
､
塩
水
選
､
馬
耕
な
ど
を

取
入
れ
た
西
前
農
法
と
称
す
る
近
代
的
農
法
に
方
向

を
変
え
て
い
る
｡
そ
し
て
把
料
､
品
種
､
土
地
､
農

機
具
の
改
良
等
､
瑚
冶
中
後
期
か
ら
大
正
､
昭
和
一

終
敦
ま
で
)
　
と
約
六
十
年
間
に
近
代
農
法
を
確
立
し

て
い
る
｡
そ
し
て
昭
利
三
十
年
代
以
降
は
擬
械
力
利

用
の
時
代
に
入
り
､
中
農
具
か
ら
大
農
機
具
時
代
へ

と
前
進
し
､
そ
れ
に
伴
っ
て
土
地
の
稲
造
改
善
'

塙
の
料
亭
化
等
超
近
代
農
法
を
目
指
し
て
い
る
｡

種
量
も
一
反
歩
一
十
ア
ー
ル
)
十
傑
(
六
百
k
g
)

後
と
江
戸
'
明
治
期
の
四
倍
に
遭
し
て
い
る
｡

一
､
苗
代

｢
前
半
作
｣
と
か
､
｢
苗
代
田
幸
作
｣
と
か
い
っ

て
､
苗
代
に
お
け
る
育
苗
は
農
家
で
は
､
晋
か
ら
非

常
に
大
切
に
し
て
い
た
の
で
､
そ
の
間
に
お
け
る
祈

願
･
禁
忌
･
現
法
な
ど
は
菖
ほ
ど
強
か
っ
た
が
､
現

代
は
合
理
的
農
法
の
普
及
で
そ
の
名
残
を
勧
め
て
い

る
程
度
で
あ
る
｡

明
治
の
中
後
期
(
佐
野
坂
以
北
の
山
間
部
の
前
代

の
小
さ
い
所
は
大
山
の
終
り
頃
ま
で
)
ま
で
は
､
鴫
の

あ
た
ま
で
､
投
禰
き
を
す
る
平
蒔
き
で
あ
っ
た
苗
代

が
短
冊
前
代
に
代
わ
り
､
勘
後
三
十
年
代
に
は
保
温

折
衷
苗
代
と
な
り
'
次
い
で
苗
取
直
前
ま
で
水
を
前

代
に
入
れ
な
い
､
陸
苗
代
と
も
い
う
べ
き
保
温
前
代

に
代
わ
っ
て
い
る
ー
∪
次
い
で
機
械
田
植
の
普
及
に
と

も
な
っ
て
､
覇
は
ハ
ウ
ス
報
璃
･
竜
熱
利
用
等
大
き

-
､
利
幸
化
し
て
い
る
.
粗
相
も
下
肥
一
人
糞
尿
)

や
､
載
灰
､
草
木
灰
か
主
で
あ
っ
た
も
の
が
､
硫
安

や
過
石
の
化
享
肘
料
を
硬
う
よ
う
に
な
り
､
近
年
は

青

　

木

　

　

　

治

三
要
素
(
N
･
P
･
K
)
　
の
育
苗
に
適
度
に
含
ま
せ

た
完
全
配
合
肥
料
と
い
う
風
に
進
歩
し
て
い
る
｡

l
､
良
い
種
籾
の
確
保
(
種
揃
え
)

○
唐
箕
(
と
あ
お
り
)
　
に
二
度
位
か
け
､
軽
い
籾
を

取
り
除
-
(
風
選
)
｡
明
治
の
初
年
頃
ま
で
は
'
水

運
も
行
い
､
即
ち
風
選
後
の
籾
を
水
に
入
れ
浮
い
た

軽
い
籾
を
取
去
っ
て
い
た
が
､
胡
治
の
終
り
頃
か
ら

塩
水
選
が
普
及
し
て
来
て
一
層
良
籾
を
得
る
よ
う
に

な
っ
た
｡

○
明
治
十
八
年
二
八
八
五
)
　
の
稲
作
十
戒
(
長
野

県
勧
業
謹
)
　
の
種
籾
の
交
換
と
描
選
に
つ
い
て
の
記

録
を
示
す
と
｡

①
種
子
ハ
三
'
四
年
毎
二
必
ズ
居
村
ヨ
リ
西
北
二
当

ル
遠
地
ノ
モ
ノ
ヲ
採
り
川
フ
ベ
シ
､
但
其
川
フ
ベ
キ

田
ヨ
リ
少
し
ク
痩
地
ノ
モ
ノ
ヲ
良
ト
ス
｡

①
種
子
ト
ナ
ス
ベ
キ
稲
穂
ハ
未
ダ
熟
七
サ
ル
前
二
刈

り
取
り
テ
稲
架
二
掛
ケ
軽
-
乾
シ
テ
搬
キ
置
キ
又
､

刈
取
り
タ
ル
優
穏
及
ピ
雌
穏
ノ
如
キ
モ
肋
ホ
扱
キ
テ

後
肇
一
排
ケ
蔭
乾
ス
ヘ
シ
(
･
l
(
離
義
嬬
帥
禁
磐
一

e
小
寒
二
入
り
タ
ル
ト
キ
ハ
前
ノ
種
子
ヲ
取
り
出
シ

･

●

⊥

/

ら

好
天
気
ノ
時
ヲ
ト
シ
テ
二
'
三
屋
夜
間
寒
永
二
浸
シ
､

午
前
八
時
頃
ヨ
リ
午
後
二
時
頃
マ
テ
ノ
間
再
三
窺
押

.
､
い
曽
け
膿

･
シ
テ
陽
乾
シ
復
旧
処
二
姑
へ
離
夕
べ
シ
'
又
種
子
籾

三
｢
三
年
川
上
モ
財
へ
存
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
能
ク

閏
-
二
一

乾
シ
タ
ル
細
砂
二
交
七
匹
或
ハ
桶
等
二
人
レ
請
ク
ヲ

最
モ
良
ト
ス
′

出
土
は
明
冶
初
期
頃
の
種
籾
に
対
す
る
心
得
を
示

-
た
も
の
で
あ
る
､
種
物
の
生
態
研
究
の
運
ん
だ
今

日
と
は
可
成
の
踊
り
が
あ
り
､
直
射
日
光
に
当
て
ぬ

よ
う
に
し
､
薩
乾
を
良
と
す
る
な
ど
前
近
代
的
農
法

が
残
っ
て
い
る
点
な
ど
面
白
い

2
､
浸
種

水
浸
し
と
い
い
､
四
月
十
日
前
後
氾
･
小
川
か
､

人
仁
･
h
い

桶
･
盟
に
水
を
入
れ
て
浸
す
｡
菅
は
長
さ
六
十
的
`

<

M

+

径
十
五
m
位
に
談
で
編
ん
だ
小
倭
か
､
状
に
入
れ
て
､

種
籾
を
浸
し
た
が
､
今
は
蚊
帳
袋
に
品
種
別
に
入
れ

て
十
日
位
浸
す
が
､
背
は
二
十
日
～
二
十
五
日
粒
で

ヂ

/

た

と

い

う

.

〇
紛
雑
観
藍
読
榊
｢
二
空
.
1
ハ
i
o
o
三
夫
B
.
茶
室
)

の
一
部
に

｢
す
じ
一
種
籾
)
　
池
人
満
期
六
日
目
､
池
中
二
十
日
､

つ

も

り

一
俵
取
二
升
棟
､
高
根
一
品
種
名
)
.
依
取
に
付
き

三
升
秘
に
蒔
｣

と
あ
る
｣
　
二
十
四
事
前
の
清
明
は
'
太
陽
暦
四
月

六
日
で
i
る
か
ら
､
叩
;
十
一
日
に
池
に
浸
種
し
'
池

中
二
｣
〓
と
い
う
か
ら
､
五
月
一
日
ま
で
池
に
お
き
'

五
月
二
日
一
三
日
一
の
八
上
八
枚
に
種
韓
と
い
う
こ

と
に
な
る
∪

ま
た
小
谷
の
戸
土
で
は
､
｢
水
漬
け
七
日
　
二
週

間

｢

｣

と

か

､

晋

は

｢

タ

ナ

ケ

一

ト

フ

池

)

ニ

ー

t

L

●

-

と
い
い
`
即
日
二
十
日
頃
付
近
の
雪
の
消
え
た
頃
､

⊥
方
一
事
十

味
に
入
れ
て
池
に
浸
し
た
と
い
う
｡

3
､
消
毒
と
牙
出
し

近
年
は
浸
種
の
前
後
に
､
塩
木
蓮
や
菊
鹿
苗
病
予

防
の
た
め
､
ウ
ス
フ
ル
ン
水
溶
液
か
ベ
ン
レ
ー
ト
水

溶
液
で
消
毒
し
て
い
る
=
ま
た
発
芽
を
一
様
に
す
る

た
め
､
堆
肘
熱
を
利
用
し
た
り
､
風
呂
減
法
法
で
催

舞
を
行
な
っ
て
い
る
｡

4
､
播
種
一
種
蒔
き
)

爺
ケ
岳
に
種
描
き
爺
さ
の
消
雪
に
よ
る
雪
彩
が
現

わ
れ
る
八
十
八
夜
が
葺
か
ら
適
期
と
さ
れ
て
い
た
が
､

近
年
は
田
柄
擬
に
よ
る
機
械
樋
の
時
代
と
な
っ
た
の

で
'
今
で
は
囲
日
中
下
旬
の
種
蒔
き
が
多
い

苗
代
の
肥
料
は
苗
は
下
肥
一
人
発
振
)
で
ま
･
i
つ
た

が
､
日
露
搬
争
後
明
冶
四
十
年
代
に
化
羊
把
料
の
都

祁
硝
石
の
輸
入
と
､
大
正
時
代
の
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ア

の
生
成
が
整
ん
に
在
り
､
苗
代
え
の
施
用
が
始
ま
っ

て
い
る
　
榔
姐
は
許
は
向
へ
行
き
諦
庚
を
焼
き
､
そ

れ
に
人
糞
尿
を
混
ぜ
て
施
用
し
て
い
る
｡

苗
代
剛
の
籍
地
の
折
田
の
中
央
に
三
十
伽
位
の
柳

の
小
枝
二
本
を
三
上
0
0
間
隔
に
三
角
形
に
挿
し
､
た

な
ん
ば
　
(
た
な
ん
へ
)
　
と
称
し
田
の
神
様
の
居
所
と

し
た
J
　
ま
た
佐
野
扱
い
北
で
は
､
柳
か
み
､
つ
ぶ
さ
の

小
枝
を
苗
代
の
全
面
に
一
本
ず
つ
三
本
を
等
間
隔
に

.
〟
_
;
u

挿
し
て
い
た
｡
萌
ぬ
る
め
一
温
水
闇
)
と
苗
代
の
木

く

1

.

リ

‖

(

▲

ム

方

,

て

､

目
に
一
月
十
四
日
の
若
年
に
造
っ
た
粥
掻
棒
二
本
を

め
･
こ
め

た
て
､
そ
の
上
の
十
字
に
焼
米
を
あ
け
､
こ
れ
も
田

の
神
様
の
居
所
と
し
た
L

O
苗
代
の
変
遷

平
揺
前
代
-
短
冊
一
踏
切
)
苗
代
-
楊
床
一
短
冊
形
)

前
代
-
保
温
苗
代
-
ト
ン
ネ
ル
前
代
-
械
械
植
前
代

一
群
鉦
･
若
齢
ス
利
用
)

○
栗
林
零
度
柴
崎
仮
託
の
一
節

｢
す
し
蒔
一
種
蒔
き
)
は
土
用
剛
二
十
三
日
前
､
種

籾
を
浸
し
て
二
十
日
か
良
い
'
一
坪
に
つ
き
種
籾
七
､

つ
･
し
∪
-
i
.

八
の
積
に
蒔
-
申
し
､
古
人
日
-
-
三
月
一
旧
暦
)

苗
代
三
日
遅
れ
､
囲
月
一
旧
暦
)
前
代
三
日
早
く
-

と
言
ふ
は
`
霜
を
週
へ
る
｡
十
夢
に
付
き
七
斗
と
頗

る
が
ま
し

二
､
本
田

①
出
起
し
･
代
掻
き

晋
は
三
木
刃
の
万
能
鍬
で
一
瓢
一
鍬
人
力
で
田
起

し
を
し
て
い
た
が
､
明
治
二
十
年
代
に
は
郡
役
所
の

奨
励
で
初
め
て
抱
え
荘
立
替
の
馬
一
生
)
耕
が
始
ま

り
､
畜
力
時
代
の
幕
間
と
な
っ
た
一
∪
明
治
も
末
年
に

近
づ
-
と
､
抱
え
坪
に
代
っ
て
'
安
曇
箪
と
か
筑
摩
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舵物悼ど山

坪
と
称
す
る
改
良
坪
の
時
代
と
在
り
､
更
に
松
山
坪

と
称
す
る
精
巧
を
改
良
翠
の
普
及
に
よ
り
'
完
全
を

畜
力
時
代
に
入
り
､
大
町
の
箕
島
串
も
盛
ん
に
を
っ

て
き
た
｡

田
の
耕
作
が
済
む
と
巧
や
水
口
を
直
し
､
咄
切
り

l
廿
)

を
し
､
万
能
鍬
と
巾
広
の
吐
塗
鍬
で
咄
塗
を
し
て
湘

木
を
防
い
だ
｣
次
い
で
､
-
れ
こ
れ
し
ま
ん
が
な
ど

を
用
い
て
､
く
れ
こ
れ
-
を
な
し
､
代
掻
き
に
移
る
し

古
く
は
人
や
牛
馬
の
足
で
馬
廻
し
一
斗
廻
し
)
を
し

代
掻
き
を
し
､
次
い
で
刈
敷
･
刈
草
･
厩
堆
肥
を
表

土
の
下
に
踏
込
む
た
め
､
底
が
下
駄
の
蘭
の
よ
う
な

箱
形
の
帥
下
駄
､
約
定
を
用
い
'
更
に
最
後
の
仕
上

.

ー

ふ

の

↓

す

ー

｣

の
た
め
底
の
辛
を
大
足
を
用
い
て
い
た
:
｣
の
山
麓

地
方
で
は
､
温
田
一
深
田
)
の
多
か
っ
た
小
谷
田
ケ
庄

地
方
で
は
昭
和
二
十
年
代
頃
ま
で
用
い
ら
れ
て
い
た

胡
冶
一
中
後
期
:
大
正
時
尺
か
ら
昭
和
二
十
年

代
頃
ま
で
の
代
掻
き
は
､
巧
手
)
に
引
か
せ
た
コ

ン

ヘ

ト

車

で

､

琵

く

れ

二

番

踏

､

荒

踏

)

と

二

番

ら

急

ノ

〃

∵

方

踏
重
踏
､
小
路
)
を
-
し
､
更
に
大
正
の
頃
ま
で

_
)
.
小
さ
)
I
h
　
　
_
し
･
t
l
I
.
タ
(
一
ま
ー
ー

は
十
二
年
一
仕
事
)
を
蔦
一
年
)
に
引
か
せ
て
丁
寧

に
三
番
路
を
な
し
'
枝
操
で
最
後
に
川
面
を
小
平
に

な
ら
し
て
藍
地
を
終
え
た
､

昭
和
二
十
年
代
以
後
は
､
ハ
ン
ト
･
ト
ラ
ク
タ
ー

続
い
て
大
型
の
乗
用
耕
運
機
下
ラ
ク
ダ
-
:
｣
よ

り
､
耕
運
や
代
擬
も
･
回
で
済
む
よ
う
に
な
っ
た

¢
肥
料

前
記
鵠
短
観
等
の
一
鮒
に

一
山
へ
焼
肥
を
出
し
､
戯
肥
を
ち
ら
す
｣

･
刈
敵
中
の
日
間
は
ー
雲
上
よ
り
･
主
五
=
前
で
`
"

反
歩
∵
献
､
東
山
の
日
は
回
申
の
=
よ
り
二
日
後
れ

と
定
め
る
-
刈
敷
刈
は
一
人
に
付
回
軌
､
一
束
は
叩

買
九
千
五
買
匁
｣

と
託
し
､
江
戸
時
代
か
ら
大
切
を
肥
料
で
あ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

l

l

I

･

-

-

　

　

　

　

　

　

n

 

A

-

-

○

刈

敷

･

厩

肥

･

紫

雲

嘆

　

　

　

　

　

　

く

‡

い
ず
れ
も
江
戸
時
代
か
ら
の
水
田
肥
料
で
､
擦
･

方
e
"
-
り櫛

等
の
雑
木
の
葦
葉
を
小
枝
と
も
刈
取
っ
て
水
田
に

入
れ
る
｡
多
く
は
西
山
(
北
ア
山
麓
)
の
麓
の
共
有

林
一
入
今
林
)
の
刈
敷
場
か
ら
刈
っ
て
来
た
｡
多
く

は
馬
の
背
の
荷
鞍
に
付
け
､
馬
の
背
で
運
ん
だ
｡
島

ね
ぐ
り
は
遠
い
処
で
二
二
回
､
近
-
は
数
回
､
一

l
'
･
<

頭
一
同
は
一
駅
(
六
棄
)
で
あ
っ
た
｡

薄
謝
一
江
戸
)
時
代
の
農
素
の
特
馬
は
､
高
持
ち

の
素
に
限
ら
れ
て
い
た
の
で
､
一
般
農
素
は
厩
肥
を

施
す
こ
と
は
少
な
か
っ
た
が
､
明
治
時
代
に
は
一
軒

一
頭
と
そ
の
飼
義
教
が
多
-
な
っ
た
∵
侍
っ
て
峨
姐

-

‡

◆

の

も
多
く
､
増
尾
に
あ
る
慨
屋
で
､
秋
か
ら
冬
に
か
け

で
蔦
一
半
一
に
推
せ
た
藁
の
厩
肥
を
､
春
先
万
能
鍬

で
引
出
し
'
鷹
の
背
に
よ
り
､
か
る
二
に
入
れ
水
田

に
運
ん
で
水
田
に
撒
き
後
耕
起
し
た
｡

紫
雲
英
も
緑
肥
と
し
て
江
戸
時
代
か
ら
作
ら
れ
'

安
忠
相
の
全
水
田
に
ゆ
き
渡
り
瑚
冶
'
大
正
､
昭
和

の
報
復
ま
で
春
の
れ
ん
け
草
鳳
寮
を
現
出
し
て
い
た

_
｣
.
し
I
∧

○
魚
肺
魚
の
〆
粗
)
･
大
豆
粕
･
骨
粉
･
石
依

い

･

子

ー

は

-

し

/

I

鍋
は
手
鍋
と
科
し
､
明
流
の
中
頭
稲
の
榛
窮
に
､

鰯
の
頑
を
さ
し
て
肥
榊
に
し
た
と
い
う
笑
話
も
あ
る
り

練
の
′
粕
も
用
い
ら
れ
た
ー
大
豆
粕
は
満
潮
産
の
豆

板
紬
を
豆
板
切
に
か
け
切
っ
て
用
い
た
〝
)
骨
粉
は
午

蔦
の
骨
を
破
粋
し
た
も
の
､
石
灰
は
竹
崎
や
塩
尻
の

右
尿
中
の
生
石
灰
に
水
を
加
え
て
消
石
板
に
し
て
用

い
た
､

○
化
享
肥
料

勧
利
硝
石
は
日
露
粧
争
の
終
り
頃
か
ら
聞
流
四
十

年
代
に
輸
入
さ
れ
､
普
及
し
始
め
'
次
い
で
硫
酸
ア

､
/
モ
ニ
ア
'
過
燐
酸
右
涙
の
生
産
も
盛
ん
に
な
り
､

塩
化
加
里
も
加
え
ら
れ
､
肥
細
の
三
要
素
一
N
･
P

･
K
)
の
配
合
も
巧
み
に
な
っ
た
｡
そ
し
て
大
止
､

昭
和
と
進
む
に
従
い
､
三
婁
素
が
適
度
に
配
合
さ
れ

た
配
合
肥
料
時
代
と
な
.
た

三
､
日
植

田
柚
は
人
力
時
代
か
ら
畜
力
時
代
を
一
気
に
越
え

今
の
よ
う
に
機
械
植
時
代
に
な
っ
て
い
る
｡

前
託
栗
林
素
焼
業
時
候
託
の
一
節
に
､

｢
田
植
け
中
(
夏
至
)
十
日
前
'
古
法
で
は
夏
至
よ

･
l
d
子
の
-
と
在
つ

り
十
日
前
､
一
反
に
付
早
乙
女
二
人
､
す
じ
蒔
(
檀

蒔
き
)
よ
り
四
十
日
｣

と
い
っ
て
い
る
｡
萌
取
に
つ
い
て
は
一
"
苗
取
四
十

日

｣

と

か

｢

四

十

五

目

前

｣

と

か

､

あ

る

い

は

｢

さ

び
ら
き
囲
十
九
=
｣
な
ど
と
い
っ
て
'
種
籾
を
播
い

て
か
ら
田
上
五
日
前
後
が
田
植
の
最
適
期
で
､
季
節

的
に
も
､
部
の
で
き
か
ら
い
っ
て
も
植
え
頃
で
あ
る
｡

田
植
に
最
も
良
い
轟
は
､
大
-
て
固
-
て
長
-
､
良

.

I

^

口

つ

く
熟
し
た
分
薬
し
た
苗
を
い
う
が
､
か
か
る
部
の
で

き
る
の
か
四
十
五
日
内
外
と
い
う
こ
と
で
あ
る
u

｢
曲
が
り
八
石
､
曲
が
ら
ぬ
九
五
｣
と
い
う
言
葉
が

あ
る
.
明
治
'
大
山
頃
ま
で
は
見
当
樋
で
､
早
乙
女

･
1
,
一
月

一
人
が
一
畦
を
植
え
つ
つ
､
次
々
後
を
追
っ
て
､
見

当
で
田
植
を
し
た
の
で
､
後
の
人
ほ
ど
畦
が
-
ね
く

ね
と
曲
り
､
奥
直
に
植
え
た
の
と
は
､
植
株
が
少
-
､

従
っ
て
取
高
も
一
石

少
-
八
石
と
い
う
意

味
で
あ
る
〝

見
当
植
-
片
止
条

l
G
.
z
t
.

植
一
抹
欄
純
等
の
張

鍋
)
1
両
五
条
植
(

五
条
種
を
こ
ろ
は
す
)

五
月
と
う
ど
と
耳
･

乙
女
は
､
こ
の
山
麓

地
方
で
は
､
苦
は
上

水
内
の
西
山
部
や
越

中
か
ら
の
出
稼
ぎ
人

を

雇

っ

た

し

､

ま

た

め

娘
､
女
衆
同
志
の
結
い
÷
え
え
､
え
え
っ
こ
)
を
し
て
五

日
の
田
植
を
済
ま
せ
て
い
る
｡
若
い
娘
達
は
田
植
を

機
会
に
､
下
着
や
肌
着
の
咽
か
ら
腰
巻
､
大
き
な
紺
餅

て

曇

i

-

の
着
物
､
い
き
は
か
ま
(
も
ん
ぺ
｢
手
指
し
(
チ

甲
)
､
赤
の
棒
､
菅
笠
す
べ
て
新
調
で
あ
る
｡
一
枚

の
田
に
二
十
数
人
の
早
乙
女
で
次
々
に
青
田
に
す
る

姿
は
装
観
で
あ
っ
た
C
早
乙
女
二
人
で
一
日
一
反
歩

(
三
〇
〇
坪
､
即
十
当
の
田
植
､
即
ち
一
人
五
㌻
一

百
五
十
坪
)
が
一
人
前
で
あ
っ
た
｡

田
植
に
は
良
く
縁
起
を
担
い
だ
｡
｢
縞
苗
(
葉
に

白
線
の
あ
る
苗
)
七
十
七
本
植
え
れ
ば
思
う
こ
と
が

叶
ふ
｣
と
い
っ
て
､
未
婚
の
女
性
が
田
植
の
最
中
に

縞
苗
七
十
七
本
見
つ
け
て
､
結
婚
に
ゴ
ー
ル
イ
ン
し

た
と
か
｡
ま
た
｢
つ
き
手
や
腰
の
病
を
直
す
に
は
､

み

1

1

′

-

-

･

さ

-

さ

8

え

水
口
の
田
に
行
っ
て
､
人
の
知
ら
な
い
中
に
倒
苗
三

本
を
植
え
て
わ
け
は
泊
る
｣
と
か
｡
五
月
六
日
は
｡

六
日
田
｣
と
い
っ
て
嫌
う
と
か
､
｢
四
と
九
の
日
は

死
と
苦
に
通
ず
る
｣
と
か
､
五
月
十
六
日
は
｢
お
伊

勢
様
の
田
植
と
い
っ
て
,
四
ツ
前
は
田
‰
崩
も
駄

目
だ
し
盲
中
田
に
入
っ
て
は
な
ら
ぬ
｣
な
ど
で
あ
る
｡

四
へ
水
田
の
管
理

管
理
に
は
水
の
掛
け
引
き
∴
治
水
と
田
草
取
り
､

及
び
病
虫
害
の
防
除
が
あ
る
J

現
在
は
剛
草
取
り
も
､
病
虫
害
防
除
も
総
て
薬
剤

散
布
で
あ
る
｡

薯
は
剛
種
か
ら
十
叩
つ
五
日
位
た
っ
た
時
に
'
第

一
回
日
の
出
の
草
取
を
行
な
い
'
七
月
下
旬
､
八
月

シ
し
択
I
↑
さ

上
旬
の
止
草
ま
で
四
回
二
番
草
取
､
二
番
早
秋
､

三
番
草
取
､
止
草
)
水
田
の
全
面
を
夏
の
強
い
陽
き

し
を
背
に
受
け
な
が
ら
這
い
ま
わ
る
手
取
の
除
草
で

あ
っ
た
｡

そ
の
中
昭
和
の
初
頃
か
ら
､
鵬
爪
や
田
打
事
の
除

草
機
が
現
わ
れ
､
漸
次
手
取
り
の
除
草
か
ら
田
打
却

時
代
と
な
り
'
田
打
車
も
改
良
に
改
良
が
重
ね
ら
れ

良
い
も
の
に
な
り
昭
和
二
十
年
代
ま
で
使
用
さ
れ
た
｡

l
､
稲
刈

秋
祭
が
済
む
頃
に
な
る
と
稲
刈
が
始
ま
り
忙
し
-

ム
〃
い
i
ほ

な
る
-
昭
和
初
別
項
ま
で
は
､
刈
干
し
と
い
っ
て
､

稲
刈
鎌
で
一
握
り
一
握
り
刈
る
度
に
曲
面
に
稲
を
放

け
､
二
､
三
日
太
陽
に
乾
か
し
､
乾
い
た
稲
は
す
げ
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ノ I 

舵物博ど山

友
の
会
の
　
｢
黒
部
渓
谷
自
然
探
索
会
｣
　
に
参
加
し

て
紅
葉
の
立
山
･
黒
部
渓
谷
を
楽
し
ん
で
き
ま
し
た
｡

友
の
会
の
行
事
に
は
か
ね
て
か
ら
参
加
し
た
い
と

常
々
思
っ
て
い
ま
し
た
が
'
私
の
居
住
し
て
い
る
京

都
か
ら
は
地
理
的
に
も
遠
く
､
ま
た
時
間
的
な
制
約

の
た
め
な
か
な
か
参
加
す
る
機
会
が
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
が
､
今
回
の
｢
黒
部
渓
谷
白
魚
探
索
会
｣
に
は

な
ん
と
し
て
で
も
参
加
し
よ
う
と
思
い
立
ち
ま
し
た
｡

そ
も
そ
も
私
が
登
山
を
始
め
る
き
っ
か
け
と
在
っ

た
の
は
十
年
ほ
ど
前
の
夏
'
一
旅
行
者
と
し
て
黒
部

立
山
ア
ル
ペ
ン
ル
ー
ト
を
通
り
､
そ
の
時
初
め
て
接

縄
で
一
束
ず
つ
に
た
は
ね
､
田
毎
に
積
む
か
､
家
の

い
l
つ
だ
･
几

軒
場
に
馬
の
背
を
利
用
し
た
荷
鞍
に
よ
り
一
駄
ず
つ

運
ぶ
か
､
人
の
背
で
二
束
運
ぶ
か
し
た
も
の
で
あ
る
｡

は

.

せ

稲
架
(
は
さ
)
掛
け
は
､
大
正
か
ら
昭
和
初
別
項
ま

で
行
わ
れ
て
い
た
｡

い
i
凋
l
-
主
し

稲
の
脱
穀
は
大
正
初
期
ま
で
は
､
稲
扱
ま
ん
が
　
(

千
歯
披
)
　
で
行
な
わ
れ
て
い
た
が
､
大
庄
七
年
頃
か

ら
足
踏
廻
転
脱
穀
機
が
導
入
さ
れ
能
率
を
あ
げ
た
｡

扱
い
た
籾
は
遥
干
し
に
し
､
日
の
出
(
品
種
糸
)

◆
l
-
て
J
'
)
J
3

の
如
き
有
半
種
は
縦
枠
や
械
杵
で
た
ふ
て
､
坤
辛

.

.
･
′
e
い

や
穂
属
の
籾
を
お
と
し
､
M
帥
(
さ
ど
う
し
)
　
に
か
け
､

更
に
と
あ
お
り
　
(
唐
箕
)
　
に
か
け
風
遺
し
､
使
･
玖

-
し
く
一
事
･
丁

･
穀
桝
に
入
れ
保
存
し
た
｡

現
在
は
動
力
機
の
稲
刈
械
(
バ
-
ン
ダ
ー
)
､
稲

刈
脱
穀
併
設
棲
一
コ
ン
パ
-
ン
)
を
用
い
て
い
る
｡

2
､
調
製

籾
磨
り
は
､
胡
冶
時
代
は
不
日
で
喜
一
た
が
､
次

い
で
土
日
が
発
明
さ
れ
能
率
を
あ
げ
た
｡
取
説
ま
で

の
調
製
順
犀
は
し
和
博
で
籾
揺
り
を
す
る
ー
唐
算
(
ど

あ
お
り
)
　
に
か
け
'
風
遷
し
籾
ぬ
か
を
去
る
ー
千
石

I
-
,
｢
ノ
し

通
に
か
け
玄
米
と
籾
を
分
け
る
｡
今
は
動
力
一
竜
力
)

籾
指
標
で
玄
米
に
す
る
｡

(
北
安
曇
詰
編
集
委
員
･
大
町
出
岳
博
物
館
嘱
託
)

し
た
三
千
メ
ー
ト
ル
級
の
両
々
の
景
観
の
す
ぼ
ら
し

さ
は
､
強
烈
な
印
象
を
私
に
与
え
ま
し
た
一
〕

そ
れ
が
き
っ
か
け
に
な
り
貌
年
の
秋
､
登
山
道
具

を
一
式
そ
ろ
え
､
生
れ
て
は
じ
め
て
自
分
の
意
志
で

山
に
登
ろ
う
と
考
え
ま
し
た
｡
し
か
し
､
な
に
ぶ
ん

に
も
仝
-
の
初
心
者
で
し
た
の
で
安
全
第
一
を
考
え

も
っ
と
も
ホ
ピ
ラ
ー
を
上
高
地
か
ら
穂
高
へ
入
出
し

た
の
で
す
一
∪
　
そ
こ
で
見
た
穂
請
･
槍
ヶ
岳
が
気
に
入

り
､
以
来
毎
年
穂
高
･
桁
ケ
島
周
辺
の
北
ア
ル
フ
ス

南
部
の
山
に
は
か
り
登
っ
て
い
ま
し
た
｡

今
年
の
秋
も
ま
た
穂
高
へ
入
る
計
画
を
た
て
て
い

た
の
で
す
か
､
今
回
の
山
博
友
の
会
の
黒
部
行
の
ハ

ガ
キ
を
み
た
時
､
十
年
前
の
黒
部
を
思
い
出
し
､
こ

れ
は
是
非
参
加
す
べ
き
だ
と
考
え
た
の
で
す
｡

さ
ら
に
私
の
ひ
か
れ
た
の
は
コ
ー
ス
の
中
に
　
｢
高

熱
隆
運
｣
と
い
う
部
分
で
し
た
｡
以
前
吉
村
昭
氏
の

小
説
｢
高
熱
隠
遁
｣
を
読
ん
で
､
こ
の
ト
ン
ネ
ル
が

嬰
舗
渓
谷
と
い
う
円
本
有
数
の
峻
帳
を
地
形
と
高
熱

の
中
で
行
な
わ
れ
た
工
事
は
､
雷
門
は
違
っ
て
い
て

立
同
じ
技
術
者
と
し
て
も
す
ぼ
ら
し
い
こ
と
で
あ
り
'

そ
の
文
章
が
今
も
私
の
脳
裏
に
強
-
焼
き
つ
い
て
い

ま
す
｡

黒
部
ダ
ム
へ
の
関
節
ト
ン
ネ
ル
は
広
-
一
般
の
人

々
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
'
そ
れ
に
ひ
き
か

え
｢
高
熱
隠
遁
｣
　
の
方
は
ル
ー
ト
自
体
が
非
公
開
と

い
う
こ
と
と
､
搬
前
の
工
事
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
､

小
説
以
外
に
は
余
り
知
ら
れ
て
い
な
い
た
め
に
'
私

は
こ
の
未
知
の
ト
ン
ネ
ル
を
通
れ
る
こ
と
に
大
き
な

期
待
を
持
っ
た
の
で
す
｡

前
日
の
土
雌
‖
な
ど
は
仕
事
が
手
に
つ
か
ず
素
人

か
ら
は
｢
子
供
の
遠
足
み
た
い
｣
　
と
云
お
れ
で
も
､

た
だ
〈
苦
笑
い
で
ご
ま
か
し
夜
行
列
車
に
乗
り
こ

ん
だ
の
で
す
｡
当
日
の
大
町
駅
に
着
い
た
時
の
寒
い

こ
と
､
体
が
ま
だ
寒
さ
に
順
応
し
て
い
な
い
せ
い
か

真
冬
並
の
寒
さ
を
感
じ
'
思
れ
ず
上
は
ま
だ
寒
い
だ

ろ
う
を
と
余
け
い
を
心
配
を
し
た
も
の
で
し
た
｡
と
こ

ろ
が
'
い
ざ
バ
ス
を
降
り
て
長
い
階
段
を
登
り
き
っ

て
黒
部
ダ
ム
の
展
望
台
に
立
っ
て
見
る
と
､
寒
さ
な

ん
か
は
忘
れ
て
し
ま
い
､
そ
の
景
観
の
ス
ケ
ー
ル
の

大
き
さ
は
季
節
の
違
い
は
あ
る
に
し
て
も
前
回
見
た

以
上
の
す
ぼ
ら
し
さ
で
し
た
｡
そ
し
て
い
よ
い
よ
待

望
の
黒
部
渓
谷
で
す
＼
　
そ
れ
も
山
が
一
段
と
そ
の
美

し
き
を
増
す
紅
葉
の
時
期
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
す
.
し
か
し
期
待
し
て
い
た
ほ
ど
黒
部
渓
谷
は
紅

葉
し
て
い
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
J
　
扇
状
及
び
黒

部
湖
周
辺
の
若
さ
や
か
さ
に
比
べ
て
黒
部
渓
谷
の
そ

れ
は
､
黒
々
と
し
た
陰
う
つ
な
感
じ
が
ま
ず
第
一
印

象
で
し
た
､
今
年
は
共
営
気
象
の
せ
い
か
と
も
考
え

ま
し
た
が
､
そ
れ
よ
り
も
私
自
身
が
持
っ
て
い
る
紅

薬
と
い
う
-
メ
ー
ン
が
あ
り
､
そ
の
期
待
が
大
き
い

だ
け
に
､
落
胆
も
大
き
な
も
の
と
な
り
ま
す
｡
で
も
'

た
ぶ
ん
自
分
の
足
で
歩
い
て
み
れ
ば
も
っ
と
違
っ
た

意
味
で
そ
の
良
さ
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
を
い
か
と

考
え
'
来
年
の
秋
は
一
歩
一
歩
大
地
を
踏
み
し
め
な

が
ら
､
再
び
黒
部
渓
谷
を
歩
い
て
み
よ
う
と
考
え
て

い
ま
す
｡

最
後
に
一
つ
｡
下
流
部
で
は
あ
り
ま
す
が
､
ま
た

一
つ
新
し
い
ダ
ム
が
出
来
る
と
聞
き
ま
し
た
｡
ま
た

少
し
黒
部
渓
谷
の
自
然
が
変
化
し
よ
う
と
し
て
い
ま

す
｡
い
や
､
極
端
を
言
い
方
を
す
れ
は
自
然
が
破
壊

さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
｡

現
在
私
の
最
も
興
味
あ
る
事
柄
が
自
然
保
護
問
題

だ
け
に
､
簡
単
に
聞
き
流
し
て
し
ま
う
こ
と
が
で
き

を
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
｡
た
し
か
に
黒
部
ダ

ム
が
で
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
､
今
ま
で
限
ら
れ
た
香

し
か
見
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
自
然
の
美
し
き
を
､

一
般
の
人
々
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
が
､
自
然
の
一
部
を
破
壊
し
て
ま
で
見
る
必

要
が
あ
る
の
か
､
疑
問
に
思
え
る
の
で
す
｡
将
来
本

誌
に
書
く
機
会
が
あ
れ
は
､
少
し
考
え
て
み
た
い
テ

ー
マ
で
す
｡

今
の
と
こ
ろ
私
の
考
え
方
の
基
本
を
書
い
て
終
わ

り
と
し
ま
す
｡
｢
過
去
か
ら
受
け
つ
い
だ
自
然
は
､

な
ん
ら
拭
う
事
な
く
未
来
へ
受
け
渡
す
の
が
､
今
を

生
き
る
私
達
の
努
め
で
は
な
い
で
し
ょ
う
が
｡
｣

(
山
階
友
の
会
々
貝
∴
思
都
市
)

博
物
館
だ
よ
り

企
画
展
　
灯
火
の
歴
史
展

1
0
月
0
0
日
よ
り
1
1
月
2
3
日
ま
で
原
始
時
代
の
た
き

火
か
ら
昭
和
初
期
の
電
灯
ま
で
､
そ
れ
ら
の
用
具
を

年
代
を
追
っ
て
展
示
し
て
い
ま
す
｡
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