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日
本
の
風
土
が
年
々
そ
の
精
彩
を
欠
く
よ
う
に
な
っ
て
来
て
い
る
と
考
え
て

い
る
人
々
は
決
し
て
少
な
く
あ
る
ま
い
。
戦
後
、
日
本
各
地
で
国
土
の
開
発
が

行
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
確
か
に
国
民
に
目
に
見
え
る
利
益
を
齎
し
た
が
、
そ

れ
に
反
比
例
し
て
精
神
的
な
豊
か
さ
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
は
貧
し
く
な
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
様
な
中
、
浅
見
和
彦
・
川
村
晃
生
の
両
氏
は
こ
の
惨
状
に
警
鐘
を
鳴
ら

さ
れ
て
来
た
。
本
書
は
「
高
尾
山
の
自
然
を
ま
も
る
市
民
の
会
会
報
」
に
「「
ま

ほ
ろ
ば
」
へ
の
旅
」
と
し
て
連
載
さ
れ
た
文
章
を
中
心
と
し
て
纏
め
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
お
二
方
と
も
、
自
ら
の
関
心
の
向
く
所
大
き
い
場
所
を
取
り
上
げ

て
、
日
本
各
地
で
美
し
い
景
観
が
破
壊
さ
れ
て
い
る
現
状
を
危
惧
な
さ
れ
て
い

る
。
浅
見
和
彦
氏
が
序
章
「
五
重
塔
は
な
ぜ
美
し
い
の
か
」
及
び
、「
高
尾
山
」、

「
嵯
峨
野
」、「
巨
椋
池
」、「
平
城
京
」、「
新
宿
御
苑
」、「
雀
」、「
ナ
ラ
枯
れ
」、

「
静
か
さ
と
暗
さ
、
そ
し
て
貧
し
さ
」、「
地
震
と
犯
土
」、
そ
し
て
書
き
下
ろ
し

の
「
神
を
畏
れ
ぬ
人
々
」
の
項
を
執
筆
さ
れ
る
。
川
村
晃
生
氏
は
「
は
じ
め

に
」
及
び
「
親
不
知
、
子
不
知
」、「
九
十
九
里
浜
」、「
御
宿
海
岸
」、「
原
子
力

発
電
所
」、「
田
子
の
浦
」、「
鬼
泪
山
」、「
伊
豆
半
島
」、「
南
ア
ル
プ
ス
」、「
寒

霞
渓
」、「
琵
琶
湖
岸
」、「
甲
府
駅
前
」、「
慶
應
義
塾
」、
描
き
下
ろ
し
で
「
景

観
の
力
と
は
何
か
」
を
執
筆
さ
れ
、
ま
た
、
両
名
で
の
対
談
、「
あ
と
が
き
」

を
載
せ
て
い
る
。
一
つ
一
つ
の
項
目
自
体
は
決
し
て
長
い
物
で
は
な
い
が
、
当

該
の
場
所
を
描
い
た
古
典
や
近
代
の
文
学
作
品
を
多
く
引
用
さ
れ
、
現
代
の
風

景
と
対
比
さ
れ
る
事
か
ら
、
か
つ
て
豊
か
だ
っ
た
自
然
が
現
在
ど
れ
程
の
痛
手

を
蒙
っ
て
い
る
の
か
が
読
む
者
に
強
く
迫
っ
て
来
る
。

こ
れ
ら
の
場
所
で
起
こ
っ
て
い
る
事
は
、
そ
の
ま
ま
日
本
各
地
の
多
く
の
場

所
に
当
て
は
め
る
事
が
出
来
、
ま
た
、
将
来
的
に
当
て
は
め
ら
れ
る
可
能
性
を

逃
れ
る
事
の
出
来
る
場
所
は
あ
る
ま
い
。

そ
の
例
と
し
て
、
ま
ず
「
嵯
峨
野

─
照
ら
し
出
さ
れ
た
竹
林
」
の
項
を
取

り
上
げ
て
み
よ
う
。
二
〇
一
〇
年
の
京
都
で
、「
京
都

嵐
山
花
灯
路
二
〇
一

〇
」
と
い
う
事
が
催
さ
れ
た
。
そ
の
様
子
は
一
体
ど
の
様
な
有
様
で
あ
る
か
。

少
し
本
文
を
引
用
し
て
み
る
と
左
の
如
き
で
あ
る
。

眼
前
の
光
景
を
見
て
、
私
は
思
わ
ず
驚
き
の
声
を
あ
げ
て
し
ま
っ
た
。
竹

林
の
一
画
が
竹
の
根
元
か
ら
高
い
葉
先
の
先
端
ま
で
残
る
と
こ
ろ
な
く
、

強
光
線
に
よ
っ
て
照
ら
し
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

嵯
峨
野
を
代
表
す
る
渡
月
橋
も
お
そ
ら
く
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
に

違
い
な
い
と
予
想
し
な
が
ら
歩
い
て
行
く
と
、
案
の
定
、
橋
に
は
色
と
り

ど
り
の
明
か
り
が
と
も
さ
れ
、
時
間
を
置
い
て
赤
、
緑
、
黄
…
…
、
と

次
々
と
色
を
変
え
て
い
く
。
し
か
し
、
こ
れ
で
終
っ
て
い
な
か
っ
た
。
川

向
こ
う
の
嵐
山
の
山
腹
ま
で
が
照
明
で
照
ら
し
出
さ
れ
て
、
夜
に
不
似
合

い
な
姿
を
さ
ら
し
て
い
た
。
こ
こ
ま
で
や
る
か
、
と
い
う
の
が
正
直
な
思

い
で
あ
っ
た
。

紹

介

浅
見
和
彦
・
川
村
晃
生
著

『
失
わ
れ
た
日
本
の
景
観

�

─
─
「
ま
ほ
ろ
ば
の
国
」
の
終
焉
』

本

田

逸

朗



─ 187 ─

成蹊國文 第四十九号 （2016）

こ
の
様
な
有
様
は
竹
林
の
玄
妙
さ
を
損
な
う
と
嘆
か
れ
る
。
こ
う
し
た
ラ
イ

ト
ア
ッ
プ
が
行
わ
れ
る
の
は
観
光
客
を
呼
び
込
む
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が

却
っ
て
竹
林
の
、
嵯
峨
野
の
地
の
真
の
魅
力
を
損
な
わ
せ
る
事
に
繋
が
る
と
い

う
の
は
皮
肉
で
し
か
あ
る
ま
い
。
本
文
中
に
は
谷
崎
の
『
陰
翳
礼
讃
』
を
引
い

て
、
神
戸
須
磨
寺
の
電
飾
が
う
る
さ
く
、
月
見
を
取
り
や
め
た
事
を
言
っ
て
い

る
。
そ
の
他
同
時
代
の
本
を
開
い
て
も
思
い
が
け
ず
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
の
記
述
に

出
く
わ
す
事
も
あ
る
。
昔
か
ら
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
と
い
う
事
は
行
わ
れ
て
来
た
ら

し
い
。

だ
が
、
日
本
の
文
化
は
明
々
と
し
た
派
手
さ
や
豪
華
さ
と
言
っ
た
事
を
主
軸

に
し
て
は
来
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。「
静
か
さ
と
暗
さ
、
そ
し
て
貧
し
さ

─

日
本
文
化
の
基
調
」
の
項
で
は
、
か
つ
て
の
日
本
人
が
ど
の
様
な
と
こ
ろ
に
そ

の
精
神
を
置
い
て
き
た
の
か
が
説
か
れ
て
い
る
。
先
人
た
ち
の
紡
い
で
き
た
文

化
は
失
わ
れ
て
い
く
一
方
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
は
思
い
た
く
な
い
が
、
極
め

て
直
接
的
に
こ
れ
ら
が
破
壊
さ
れ
る
例
も
ま
た
見
ら
れ
る
の
だ
。

「
原
子
力
発
電
所

─
破
壊
さ
れ
た
祈
り
の
場
」
の
項
を
見
る
と
、
原
子
力

発
電
所
が
海
岸
線
の
景
観
を
破
壊
し
て
い
る
と
い
う
視
点
か
ら
そ
の
問
題
が
論

じ
ら
れ
て
い
る
。
若
狭
の
地
に
作
ら
れ
た
原
発
群
は
、
古
い
伝
説
を
伴
っ
た
信

仰
の
地
を
削
り
、
押
し
の
け
て
建
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
一
見

ク
リ
ー
ン
に
見
え
る
風
力
発
電
な
ど
も
多
く
の
問
題
を
孕
ん
で
い
る
。
そ
れ
は

「
伊
豆
半
島

─
知
ら
れ
ざ
る
巨
大
風
車
に
よ
る
受
難
」
で
詳
し
く
述
べ
ら
れ

る
。
風
力
発
電
の
為
の
風
車
は
建
設
の
為
に
木
々
を
伐
採
し
、
山
肌
が
切
り
開

か
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
そ
の
完
成
し
た
姿
は
山
の
中
に
歪
な
光
景
を
齎
し
、

人
々
に
低
周
波
に
依
る
健
康
被
害
を
与
え
る
。
こ
の
項
は
「
恐
ら
く
今
後
私
た

ち
が
目
指
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
原
発
か
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
か
と
い
う
選
択

や
転
換
の
問
題
で
は
な
く
、
思
い
切
っ
た
低
エ
ネ
ル
ギ
ー
社
会
の
実
現
で
は
な

か
ろ
う
か
」
と
結
論
さ
れ
る
。
然
り
と
す
べ
き
で
あ
る
。

様
々
な
問
題
を
抱
え
な
が
ら
作
り
出
さ
れ
た
電
気
は
、
前
述
の
ラ
イ
ト
ア
ッ

プ
の
如
き
も
の
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
様
に
多
く
の
問
題
は
そ
れ
単
体
で

完
結
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
根
の
所
で
は
絡
ま
り
合
っ
て
い
る
の
だ
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
本
書
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
問
題
は
日
本
の
ど
こ
も
無
関

係
で
は
あ
り
え
な
い
。
今
起
こ
っ
て
い
る
景
観
の
破
壊
を
食
い
止
め
る
為
に
、

将
来
の
景
観
の
破
壊
を
予
防
す
る
為
に
、
本
書
の
発
す
る
警
告
は
非
常
な
有
用

性
を
持
っ
て
い
る
。
読
む
人
は
是
非
、
一
文
一
文
か
ら
多
く
の
事
を
引
き
出
し
、

自
ら
の
回
り
の
景
観
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
眺
め
、
考
え
て
欲
し
い
と
思
う
。
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