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す
っ
か
り
秋
の
風
が
さ
わ
や
か
な
季
節

に
な
り
ま
し
た
。
や
は
り
「
食
欲
の
秋
」。

秋
の
お
い
し
い
味
覚
と
お
米
の
ご
飯
。
今
年

取
れ
た
み
ず
み
ず
し
い
新
米
の
ご
飯
が
待
ち

遠
し
い
で
す
。

　

さ
て
、
近
ご
ろ
な
く
な
っ
た
風
景
に
、
稲

刈
り
、脱
穀
が
あ
り
ま
す
。こ
の
地
域
だ
と
、

夏
休
み
の
終
わ
り
か
ら
９
月
の
初
め
に
稲
刈

り
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

私
が
子
ど
も
の
こ
ろ
、
夏
の
終
わ
り
の
思

い
出
と
い
え
ば
、
た
め
込
ん
だ
宿
題
と
稲
刈

り
で
す
。
か
つ
て
は
、
家
族
総
出
で
田
ん
ぼ

に
向
か
い
稲
刈
り
を
し
ま
し
た
。
一
帯
で

一
斉
に
行
わ
れ
ま
す
の
で
、
田
ん
ぼ
の
に
ぎ

や
か
な
こ
と
。
そ
の
こ
ろ
、稲
は
鉄
鎌
で
刈
っ

て
い
ま
し
た
。
子
ど
も

た
ち
は
家
族
に
刈

り
方
の
こ
つ
を

教
え
て
も
ら

い
ま
す
が
、

な
か
な
か

う
ま
く
で

き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
田
ん

ぼ
に
い
る
カ
エ
ル

や
ら
虫
な
ど
が
気

に
な
っ
て
仕
方
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
し
て
、
よ
そ
ご
と
を
始
め
て
し
ま
い
、

お
手
伝
い
に
な
ら
な
い
こ
と
も
。
け
れ
ど
、

今
思
え
ば
、
家
族
が
そ
こ
に
集
う
こ
と
が

大
事
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

や
が
て
、
稲
刈
り
機
が
登
場
し
、
作
業

は
格
段
に
効
率
よ
く
進
み
ま
す
。
子
ど
も

は
束
に
な
っ
た
稲
を
集
め
る
役
で
す
。
夏
の

終
わ
り
と
は
い
え
、
ま
だ
ま
だ
暑
く
、
汗

に
ま
み
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
稲
の
株
や
柔
ら

か
い
地
に
足
を
取
ら
れ
疲
れ
も
増
し
ま
す
。

そ
し
て
昼
休
み
に
水
風
呂
に
入
り
ま
す
。

　

そ
の
こ
ろ
、稲
を
乾
か
す
た
め
の
「
は
ざ
」

が
作
ら
れ
ま
す
。
昔
は
広
い
田
ん
ぼ
の
稲

を
干
す
の
で
、
は
ざ
も
立
派
で
す
。
は
ざ

用
の
丸
太
は
長
屋
の
軒
先
に
大
事
に
保
管

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
二
段
の
高
さ
に
も
な
る

と
、
男
手
が
は
ざ
に
乗
り
、
集
め
ら
れ
た

稲
束
を
下
か
ら
投
げ
て
も
ら
い
か
け
て
い
き

ま
す
。
夫
婦
で
息
の
合
っ
た
作
業
は
手
際
よ

い
で
す
。

　

脱
穀
は
、
家
に
運
ば
ず
田
ん
ぼ
で
行
う

場
合
も
あ
り
ま
す
。
脱
穀
後
の
稲
藁
は
、

生
活
に
必
要
な
も
の
す
べ
て
を
ま
か
な
え
る

ほ
ど
大
事
な
材
料
で
、
時
代
が
新
し
く
な
っ

て
く
る
と
、
脱
穀
ま
で
一
気
に
行
う
機
械

が
出
て
き
ま
す
。
現
在
で
は
、
粉
砕
さ
れ
、

そ
の
ま
ま
田
ん
ぼ
に
置
か
れ
る
場
合
が
多
い

で
す
。

　

か
つ
て
稲
の
成
長
と
、
携
わ
る
人
た
ち
の

か
か
わ
り
に
よ
っ
て
、
季
節
の
移
り
変
わ
り

を
感
じ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
に
お
米
の

お
い
し
さ
、
あ
り
が
た
さ
を
感
じ
て
い
た
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
刈
り
取
っ
た
稲
穂
の
ず
っ

し
り
と
し
た
重
さ
。
そ
こ
に
幸
せ
を
感
じ

　
懐
か
し
い
稲
の
は
ざ
か
け

ら
れ
ま
し
た
。
現
在
で
は
、
大
型
の
機
械

で
一
気
に
行
う
た
め
、
田
ん
ぼ
に
人
々
の
姿

を
見
る
こ
と
は
な
く
、
機
械
と
そ
れ
を
運

ぶ
車
が
あ
る
だ
け
で
す
。

　

こ
の
ご
ろ
で
は
、
稲
の
は
ざ
か
け
は
め
っ

た
に
見
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
っ
た
と

し
て
も
小
さ
な
区
画
や
、
山
間
の
田
ん
ぼ

で
す
。
き
っ
と
そ
の
田
ん
ぼ
の
人
は
稲
を
太

陽
と
秋
の
さ
わ
や
か
な
空
気
で
乾
燥
さ
せ
、

古
代
以
来
の
手
間
を
か
け
て
「
白
米
」
に

す
る
の
で
し
ょ
う
。

　

昔
と
今
は
違
い
ま
す
。
稲
刈
り
も
人
間

の
工
夫
で
省
力
化
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が

な
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
も
、
ふ
と
昔
な
が
ら

の
方
法
や
大
切
さ
を
思
い
出
し
て
見
る
の
も

い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　

  　
　
　
　
　
　
（
増
山
）

【
表
紙
の
写
真
】楽
し
い
給
食
の
時
間（
神
戸
小
学
校
）

▼
日
本
一
の
農
業
産
出
額
を

誇
る
田
原
市
に
は
、野
菜
を

は
じ
め
、お
い
し
い
食
べ
物

が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。そ
の
利
点

を
生
か
し
て
、今
年
の
田
原
市
は
、

「
６
次
産
業
化
」や「
野
菜
ソ
ム
リ
エ
」

に
関
す
る
事
業
が
予
定
さ
れ
て
お

り
、ど
ち
ら
も
地
域
の「
宝
」を
生
か

す
も
の
。子
ど
も
た
ち
に
は
、地
元
の

安
心
安
全
な
食
材
を
味
わ
い
な
が

ら
、す
く
す
く
元
気
に
育
っ
て
も
ら

い
た
い
で
す
ね
。（
Ｍ
）

▲はざかけされている稲（奥）と
機械で粉砕されたわら（手前）
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