
竹

に

関

す

る

随

想
田

川

隆

先
般
、
思

い
が
け
な
く
札
幌

で
ベ
ト
ナ
ム
中
央
歌
舞
団

の
踊
り
を
み
る
機
会
が
あ

っ
た
。

ベ
ト
ナ
ム
西
原
地
方

の
小
数
民
族

の
踊
り
と

い
う

「
ロ
ソ
チ

ェ
ン
の
踊
り
」

に

幕

を

あ

け

「
竹
踊
り
」

で
幕
を
閉
じ
る
ま
で
、
ま

こ
と
に
感
興
深

い
歌
と
踊
り

で
あ

っ
た
。

そ

の
な

か
で
と
く
に
私

の
興
味
を
ひ

い
た
の
は
、
大

か
ら
小

へ
、
十
数
本

の
竹

を
木
琴

の

よ
う

に
ひ
も

で
連
ら
ね
た

「
ト
ル

ン
」
と

い
う
民
族
打
楽
器
と

「
竹
踊
り
」

で
あ

っ
た
。
そ

し
て

ふ
と
以
前
、
テ

レ
ビ
に
よ
る
歌
舞
伎

の
中
継
放
送

で
、
ベ
ト
ナ
ム
の
竹

踊
り
に
似

た
日

本
調

の
竹
踊
り
を
見
た
こ
と
を
思

い
だ
し
た
。

こ
の
竹

製

の
打
楽

器
と
い
い
、
竹
踊
り

と
い
い
、

こ
れ
ら
は
き
わ
め
て
東

洋
的
な
も
の
で

お
そ
ら
く
西
欧

で
は
み
ら
れ
ず
、
ま
た
、
彼

ら
は
こ
の
竹
に

こ
れ

ほ
ど
関
心
を
も
た
な
い
で

あ

ろ
う
。
東
洋
人
が
、

な
ぜ
こ
の
よ
う
に
竹

に
興
味
を
も

つ
か
は
私
自
身
た
だ
ち
に
答

が
出

せ
な

い
が
、
広

い
意

味
で
の
生
活

の
知
恵

で
あ
り
、
日
常
生
活

の
身
辺

に
あ
る
も

の
を
素
材

と
し
て
、

楽
器
に
、
踊
り

に
、
実
際
的
に
は
生
活
そ

の
も
の
の
な
か
に
竹

が
は

い
り

こ
ん
で

い
る
も

の
で
あ

ろ
う
。

日
本
人

が
ど
こ
か
ら

こ
の
日
本
列
島

に
移
住
し

て
き
た
か
は
、
学
者
間

で

い
ろ
い
ろ
難

か

し

い
議
論

が
あ

ろ
う

が
、
私
は

こ
の
ベ
ト
ナ
ム
の
踊
り
を
見

な
が
ら
、

日
本
人

の
血

の
中

に

東
南

ア
ジ
ヤ
系

の
人
の
血
が
多
く
流
れ

て
い
る
こ
と
が
感

ぜ
ら
れ
た
。

§

私

が
札
幌

に
移
り
住

ん
で
早
や
四
十
数
年
も
過
ぎ

て
し
ま
い
、

い
ま
や
北
海
道
人

に
な
り

切

っ
て
い
る

つ
も
り

で
い
る
が
、
そ
れ

で
も
北
海
道
の
風
物

に
な
じ
み
き
れ
な

い
あ

る
部
分

が
あ

る
の
は
、

こ
ち
ら

で
あ
の
温
和
な
竹

の
緑
が
み
ら
れ
な

い
の
も
そ
の

一
つ
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
竹

の

一
種

と
し
て
ネ

マ
ガ
リ
ザ

サ
な
ど
は
見
ら
れ

る
が
、
あ
の
南
風

に
そ

よ
ぐ
繊
細

な
竹

の
梢
、
竹

の
緑
が

み
ら
れ
な

い
こ
と
は
、
南
国

に
生
ま
れ
育

っ
た
者
と
し
て
は
、

淋
し

く
も
の
た
り
な

い
感
じ
が
す
る
。

日
本

の
南
国
を

か
ざ
る
風
物

は
、
竹

を
除

い
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
ず
、

お
正
月
の
門

松

の
松
竹
梅

に
し

て
も
、
府
県

の
風
景
に
占
め
る
竹

の
役
割
り
は
大
き
く
、
そ
し
て

こ
れ
が

日
本
人

の
情
緒

の
中

に
深
く
と
け

こ
ん
で

い
る
。

こ
の
こ
と
は
、

日
本
人

の
日
常

の
生
活

の

中

に
出
て
く

る
竹

に
関
係
の
あ

る
言
葉

か
ら
も
推
察

さ
れ

よ
う
。

た
と
え
ば

「
竹

の
柱
に
カ

ヤ
の
屋
根
」
と

か

「竹

馬

の
友
」
と
か
、

「
竹

を
割

っ
た

よ
う
な
」

サ

ッ
パ
リ
し
た
人
柄
、
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ま
た

「
木

に
竹

を
接

い
だ
よ
う
な
」
と
か
、

こ
の
よ
う
な
例

は

「
雨
後

の
筍
」

の
よ
う
に
あ

げ
ら
れ

る
。

む
か
し
、
雲

上
の
姫

君
た
ち
は
呉
竹
寮

に
住
ま
わ
れ
た
と
聞
く
が
、

こ
の
寮

の
名

は
、
昭

憲
皇
太
后

の
御
製

人
は
た
だ
す
な
ほ
な
ら
ら
む
呉
竹

の

世
に
た
ち

こ
え
む
ふ
し
は
な
く
と
も

に
由
来
す
る
も

の
で
あ
ろ
う

か
。

こ
の
よ
う
に
日
本
人

が
竹
を

め
で
る
の
は
、
形
が
ま

っ
す
ぐ
で
節

が
正
し
く
、
寒
さ
に
耐

え

て
変

わ
ら
な

い
性
質
を
愛

し
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。
中
国

で
は
竹

は
君
子
、
処
子
、
抱
節

君
な

ど
異
名
が
あ
り
、
竹

を
愛

し
た

一
古
人
が

「
何
ぞ

一
日
と
し

て
此
の
君
な

か
る
べ
け
ん
や
」

と

い

っ
た

こ
と
か
ら
此
君

(
し
く

ん
)

の
雅

名
も
あ

る
。
日
本

の
松
竹
梅
と
同
じ
よ
う
に
中

国

で
は
、
蘭
、
梅
、
菊
と
と
も
に
竹
を
加
え
て
四
君
子
と
も

い
わ
れ
た
。

ま
た
、
科
学
と
竹

と

の
関
係

に
つ
い
て
は
、

日
本
人
と
し

て
つ
ぎ

の
こ
と

は
忘
れ
て
は
な

ら
な

い
。

い
ま
で
は
電
灯
と

い
う
と
ネ
オ

ソ
ラ

ソ
プ

の
こ
と

で
あ
る
が
、
以
前
は
タ

ソ
グ

ス

テ

ソ
電
灯

で
あ
り
、
そ

の
前

は
炭
素
線
が
電

球
の
な
か
で
く
る
り
と

一
廻
り
し
て

い
る
電
球

が
使
わ
れ
て

い
た
。

こ
の
炭
素
線
は
日
本

の
竹

か
ら

つ
く
ら
れ

た
も

の
で
、
最
初
、

ア

メ
リ
カ
の

エ
ジ

ソ
ン
に

よ

っ
て
明
治
十
三
年

に

つ
く
ら
れ
た
。
金
属
線
電
球

に
失
敗
し
た

ニ
ジ
ソ

ソ
が
炭
素
繊
維

の

研
究
を
行
な

い
、
木
綿

か
ら
炭
化
糸
を
得

ら
れ
る
よ
う

に
な
り
、

さ
ら
に
植
物
繊
維

か
ら
炭

素
線
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
か
く
し
て
六
千
余

に
あ
ま
る
植
物

の
繊
維

の

う

ち

か

-

ら
、
竹

を
探
し
あ

て
た
の
で
あ
る
。

エ
ジ

ソ

ン
が
炭
素
線

に
用

い
た
竹

は
、

日
本

の
山
城

の
国
、

石
清
水
八
幡
宮

の
苦
竹
だ
と

い
う
。

こ
の
竹
は
む
か
し
、
多
量

に
ア

メ
リ
カ
に
輸
出
さ
れ
た
。

明
治
十
三
年

か
ら
約
十
年

間

の
こ
と

で
あ
る
。

い
ま
同
神
社

の
参
道

の
西
側
、
宇
治
川
、
淀
川

の
清
流
を
の
ぞ
む
景
勝

の
地

に
、

エ
ジ

ソ
ソ
の
記
念
碑
が
建

っ
て

い
る
。

二
月
十

一
日
は

エ
ジ
ソ

ン
の
誕
生

日
な
の

で
、
竹

に
ゆ
か
り

の
こ
の
石
清
水
八
幡
宮

で
は

エ
ジ

ソ

ソ
生
誕
祭

が
行
な
わ
れ
る
と
聞
く

。

§

と

こ
ろ

で
、

英
語
に
バ

ン
ブ

ー
と

い
う
言
葉
が
あ

る
が
、

そ
れ
を
日
本
語
で
タ
ケ
と
訳

し

て
い
る
。
日
本

の
竹

を
バ

ン
ブ
ー
で
あ
る
と
、
普
通

一
般

の
人
が
思

っ
て
い
る
。
と

こ
ろ
が

こ
の
バ

ソ
ブ

ー
は
熱
帯

地
方
産

の
竹
類
で
あ

っ
て
、
日
本

の
竹

と
は
相
当
縁

の
遠

い
も
の
で

あ

る
。
ビ

ル
マ
、

ベ
ト
ナ
ム
に
産
す
る
バ

ン
ブ
ゥ
サ
の

一
種
は
、
高
さ

二
五

メ
ー
ト

ル
、
周

八
○

セ
ソ
チ

に
達
す

る
。

こ
の
竹
林

が
猛
火

に

つ
つ
ま
れ

る
と
大
爆
音
を
た

て
、

マ
ソ
ブ
ー
、

バ
ソ
ブ
ー
と
怒
号
す

る
よ
う
で
あ

る
の
で
、

マ
レ
ー
半
島

の

マ
ラ

ッ
カ
の
土
人
が

こ
の
巨
大
な
竹
類
を
総
称
し

て

マ
ン
ブ
ー
と
呼
び
、

い
つ
の
間

に
か
語
呂
が
変
わ
り
英
語

の
バ

ン
ブ
ー
に
な

っ
た
と

い
う
。

そ

の
後
、

こ

の
名

が
欧
米
各
国

に
ひ
ろ
が
り
、
多
少

の
語
尾
変
化
を
し
て
い
る
が
、
語
幹

は

同
じ
バ

ソ
ブ

ー
で
あ

る
。
今
日
使
用
し
て

い
る
学
術
上

の
名
称
も
、
南
洋
地
方
に
野
生
す

る

竹
類
を
さ
し
て
バ

ン
ブ
ウ
サ
と
呼
ん
で

い
る
が
、

こ
れ

は
バ

ソ
ブ
ー
に
女
性
語
尾

を

つ
け

て

ラ
テ
ソ
語
化
し
た
も

の
に
ほ
か
な
ら
な

い
。

こ
れ
に
対
し
て
日
本

の
竹

は
桿
が
小
型

で
あ

る
ば

か
り

で
な
く
、
長

い
鞭
根
が
あ

っ
て
地

中
を

は
い
、

と

こ
ろ
ど
こ
ろ
か
ら
筍
が
生
え
る
性
質
が
あ
り
、
地
震

の
国

・
日
本
に
好
適

の

竹
類

で
あ

る
。
ま
た
、
寒

さ
に
も
抵
抗
力
が
あ

る
。

と

こ
ろ
で
竹
、
笹

の
類

は
ほ
と
ん
ど
そ
の
大
部
分
が
日
本

の
特
産

で
あ
る
。
竹
類

の
研
究

の
歴
史
を
文

献
に

つ
い
て
み
る
と
、
三

つ
の
時
代

に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
第

一

期

は
本
草

時
代
で
、
上
代

か
ら
徳
川
時
代
末
期
ま

で
で
あ
る
。
第

二
期

は
基
礎
研
究
時
代
で

明
治
、
大
正
か
ら
昭
和

の
中
葉
ま
で
で
、
第
三
期
は
科
学
的
考
察
時
代

で
昭
和
中
葉

よ
り
今

日
ま
で
で
あ

る
。

ま
ず

日
本

に
お
け
る
竹
研
究

の
最
初

は
、
中
国
の
影
響

を
受
け
た

こ
と
は
疑

い
が
な

い
。

た
と
え
ば
、
李
息
斉

の
竹
譜
詳

録
、
張
漸
山

の
竹

譜
な
ど
を
日
本

の
本
草

学
者
が
利
用
し
、

こ
れ
に
基

づ
い
て
、
日
本

で
も
竹

に
関
す

る
書
物
が

一
七

一
七
年
以
降
、
種

々
発
刊
を
み
る

に
い
た

っ
た
。

一
方
、
実
用
的
に
は
竹

の
果
実
は
食
料

と
な
る
の
み
な
ら
ず
、
何
年
間
も
保

存
で
き

る
の
で
、
救
荒
食
糧
と
し
て
研
究
さ
れ
た
。

つ
い
で
基
礎
研
究
時
代

に
は

い
る
と
、

ツ

ソ
ベ

ル
グ
は

フ
ρ
ラ

・
ジ

ャ
ポ

ニ
カ

(
一
七
八

四
)
を
発

表
し
て
学
問
的

に
日
本
の
竹

を
欧
米

に
紹
介

し
、

つ
づ
い
て
東

印
度
会
社

の
医
官

シ
ー
ボ

ル
ト
も

一
八
二
一二
年
か
ら
二
九
年

に
か
け
て
長
崎

に
あ
り
、
氏

の
著
書

の
中

に
も
竹

に
関

し
二
〇
種
余

の
和
名
、
な
ら
び
に
利
用
法
を
発

表
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
に

つ
づ
い
て
多
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く

の
外
国

人
に
よ
り
、
日
本

の
竹
に
関
す

る
報
告
が
な
さ
れ

て
い
る
。

他
方
、

日
本
人

で
は
じ

め
て
竹
を
研
究

し
、
学
名
を

つ
け
た
の
は
宮
部
金
吾

で
あ
り
、

チ

シ

マ
ザ
サ
を
明
治

二
十
三
年

(
一
八
九
〇
)

に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
北
海

道
、
樺
太
、
千
島

の
北
方
系

の
笹

の
研
究

は
主
と
し
て
舘
脇
操

に
よ
り
行
な
わ
れ
、

こ
れ

に
ょ
り
北
方

の
笹
が

大

い
に
明
る
く
な

っ
た
。

こ
と

に
舘
脇

は
北
海
道
林
業
会
報
第

三
十
八
巻

(
一
九
四
〇
)
に

よ
り

「
北
海
道
笹
類

の
研
究
」
と
題
し
て
、
詳
細
な
記
述

を
行
な

っ
た
。
竹

の
形
態
、
解
剖

な
ら
び
に
生

理
に
つ
い
て
は
、
竹

内

(
一
九
三

二
)
の

「
竹

の
研
究
」

に
集

大
成
さ
れ
た
。

竹
林
栽
培

に

つ
い
て
は
坪
井
伊
助

の
貢
献
が
大
で
あ

り
、

こ
れ

に
よ
り
氏
は
藍
綬
賞
を
さ
ず

け
ら
れ
た

(
一
九

一
六
)
。

さ
ら
に
科
学
的
考
察
時
代

に
は

い
る
と
、
竹

の
研
究

は
各
部
門

に
わ
た
り
集
大
成
さ
れ
た

が
、

そ
の
主
体
を
な
す
も

の
は
分
類
学
で
あ
り
、
形
態
、
生

理
な
ら
び

に
利
用
に
関
す
る
研

究

面
で
は
、

ほ
か
の
植
物

に
比
し
て
時
間
的
ず
れ
が
あ

る
の
は
い
な

め
な

い
。

§

つ
ぎ

に
、
竹
類

の

一
般
的
特
性

に

つ
い
て
述
べ
る
。

ま
ず
桿

に

つ
い
て
み
る
と
、
竹
、
笹
類

は
樹
木

に
比
較
す

る
と
伸
長
生
長
が
い
ち
じ
る
し

い
が
、
そ

の
原
因

は
茎

の
先
端

の
生
長
点

の
ほ
か
に
、
節
ご
と

に
節

の
真
上
に
生
長
帯
を
有

す

る
た

め
で
あ

っ
て
、

若

い
モ
ゥ

ソ
ゥ
チ
ク
の
筍

は

一
日
に
八
八

セ
ソ
チ
も
伸
長
す
る
。

小
清
水
卓

二
ら
は
、
筍

の
生

長
ホ
ル
モ

ン
に

つ
い
て
多
く

の
実
験
を
行

な
い
、
筍

の
節
間

部

に
お

い
て
は
各
節
問

と
も
独

立
的

に
生
長
ホ

ル
モ
ソ
が
下
向
性
移
動
を
す

る
こ
と
な
ど
、

生
長

ホ
ル
モ

ソ
と
の
関
係

を
明

ら
か
に
し
た
。
筍

が
生
長
し

て
で
き
た
桿

の
高
さ

は
、
竹

の

種
類
、
立
地
条
件
な
ど
に
よ
り
異
な

る
。
日
本
で
は
モ
ウ
ソ
ウ

チ
ク
が
最
高

で
直
径

二
五

セ

ン
チ
、

高
さ

二
五

メ
ー
ト

ル
の
も

の
も
あ
る
。
節
数

の
同
じ
も

の
を
比
較
す

る
と
、
節

や
節

問
に
異
常

の
あ

る
も
の
は
正
常

の
も

の
に
比
し
、
丈
が
低
く
な
る
。

つ
ぎ

に
葉

に

つ
い
て
み
る
と
、
俗

に
竹

の
皮
と

い
わ
れ

て
い
る
桿
鞘

は

一
種

の
保
護
器
官

で
あ

っ
て
、
筍

の
生
長

の
途
中

で
桿
鞘
を
剥
ぐ

と
、
桿

は
軟
ら
か

い
の
で
筍

は
倒
れ
る
。

ま

た

こ
れ
を
剥
ぐ

と
、
生
長
帯

に
光
が
あ
た
り
伸
長
が
抑
制
さ
れ
る
た
め
、
節
間
が
短

い
ま
ま

で
生
長
が
と
ま
る
。
ま
た
桿
鞘

は
、
竹

の
種
類

に
よ
り
後

に
な

っ
て
離
層
形
成
が
起

こ
り
、

桿
鞘

が
離
脱
す

る
も
の
と
、
し
な

い
も

の
が
あ
り
、

こ
の
性
質
は
竹
類
分
類
上

の
指
標

と
さ

れ
て
い
る
。

わ
が
国

で
は
、
古
く

か
ら
笹

の
葉

で
食

べ
も
の
を
巻
く

こ
と
が
行
な
わ
れ

て
い
る
。
笹

の

葉

は
、
わ
が
国
で
は
昔

か
ら
魚
毒
を
消
す
と

い
わ
れ

て
い
た
。
そ
れ
で
生
魚
を
使

う
寿
司

の

よ
う
な
も

の
で
は
、

そ
う

し
た
意
味

で
笹

の
葉

は
必
要

か
も
し
れ
な

い
。
し

か
し
今

日
で
は

生
寿
司

に
は
笹

の
葉

を
用

い
ず
、
プ

ラ
ス
チ

ツ
ク
製

の
葉
が
使
わ
れ
て

い
る
。

こ
れ
は
経
済

的
理
由

に
よ
る
と
思
わ
れ

る
が
、
ま

こ
と
に
味
気
な

い
こ
と
は
な
は
だ
し
い
。
ま
た
、
笹

の

葉

か
ら
造

っ
た
粉
を
酒
の
中

に
混

入
し

て
、

サ

ル
チ
ル
酸

の
代
わ
り
の
防
腐

の
用
に
使

っ
た

記
録
が
あ

る
。
防
腐

剤
を
笹

の
葉

か
ら

つ
く

っ
た
の
は
、

チ

マ
キ
に

ヒ
ン
ト
を
得
た
も

の
ら

し

い
。

こ
の
よ
う
に
、
食

べ
物

を
笹

の
葉

に
く
る
ん
だ

の
は
チ

マ
キ

の
ほ
か
に
、
京
都

の
チ

ゴ
餅
、
伊
豆

の
タ
ウ
キ
ビ
餅

な
ど

い
ろ

い
ろ
あ
る
。

さ
ら
に
竹
を
利
用
の
面
か
ら
み
る
と
、
も

っ
と
も
重
要
な

の
は
い
う
ま
で
も
な
く
筍

で
あ

る
。
食
用
と
し
て
筍

を
利
用
し

て
い
る
の
は
、

つ
ぎ

の
種
類

で
あ

る
。
ま
ず
竹
と
し

て
は
ホ

テ
イ
チ
ク
、

マ
ダ

ヶ
、

キ

ッ
コ
ウ
チ
ク
、

モ
ウ

ソ
ウ
チ
ク
で
あ
り
、
笹
と
し
て

は

カ

ソ

チ

ク
、

ネ

マ
ガ
リ
ザ
サ
な
ど
で
あ

る
。
筍

の
う
ま
味
は
ア
ミ
ノ
酸

の

一
種
で
あ

る
チ

ロ
シ

ソ
で

あ

っ
て
、
筍

の
鮮
度

が
落

ち
る
と
う
ま
味

は

エ
グ
味
に
か
わ
り
、
色
も
黒
く
な
る
。
程
鞘

の

白

さ
は
、
筍

の
う
ま
味

を
示
す

バ

旨
メ
ー
タ
ー
で
あ

る
。
筍
を
皮

の
ま
ま
茄
で
る
の
は
、
桿

鞘

に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
亜
硫
酸
塩

の
作
用

で
、
繊
維

を
軟

か
く
す

る
た
め
で
あ

る
。

府
県

で
は
筍

の
経
済
栽
培

が
行

な
わ
れ

て
い
る
が
、
市
場
性

の
あ
る
も
の
は
モ
ゥ

ソ
ウ
チ

ク
の

一
種
だ
け
で
あ

る
。
筍

は
春

の
食
品

で
あ

る
が
、

ホ
ゥ
ラ
イ

チ
ク
な
ど
は
夏
か
ら
秋

末

ま
で
筍
が
出
る
。

ホ
ウ
ラ
イ
チ
ク
は
火
な
わ
銃
の
火
な
わ
を

つ
く
る
の
に
用

い

ら

れ

た

の

で
、
徳
川
末
期
に
は
半
強
制
的

に
民
衆

に
こ
れ
を
植
え
さ
せ
た

こ
と
が
あ
り
、

い
ま
で
も
南

九
州

や
四
国
に
そ

の
遺
物
が

み
ら
れ
る
。

戦
後
、
食
事
の
改
善
と
中
華
料
理

の
普
及
に
伴
い
、
芳
香

の
あ
る
干
筍

が
さ

か
ん
に
製

造

さ
れ

る
よ
う
に
な

っ
た
。
材
料

に
は

モ
ウ
ソ
ウ
チ
ク
、

マ
ダ

ケ
、
ホ
テ
イ
チ
ク
が
普
通
に
用

い
ら
れ
、
熊
本
で
は
さ
か
ん
に
製
造
さ
れ

て
い
る
。
干
筍

は
、
出
盛
り

の
筍

を

切

り

き

ざ

み
、

一
度
湯
が

い
て
か
ら
天
日

に
干
し
乾
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
天
日
乾
燥

し
た
も

の
は
ビ

タ

ミ
ソ
D
の
含
量
が
多

い
と
さ
れ

て
い
る
。

つ
ぎ

に
有
用
竹
類

の
利
用

に
関
す

る
面
を

み
る
と
、

ま
ず
竹
笹
類

の
材
は
古
く

か
ら
木
材
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と
異
な
る
形
態
性

を
生

か
し
、
装
飾
的
に
、
建
築
、
工
芸
方

面

へ
の
利
用
が
多

い
。
良

い
竹

桿
と
し
て
具
有
す

べ
き
条
件
と
し
て
は
節
間
ご
と

の
曲
折
が
少
な

い
こ
と
、
節
間
が
三
五

セ

ソ
チ
以
上
で
割
裂
性

が
良

い
こ
と
が
あ
げ

ら
れ

る
。

つ
ぎ

に
栽
培
上

の
見
地

か
ら
、

上
記

の

良

い
竹

桿
を
生
産
す

べ
き
要
件
と
し
て
は
、
施
肥
し
た
竹
は
虫
害

を
う
け

や
す
く
、
竹
が
軟

弱

で
あ
る

の
で
、
人
家
附
近

の
も

の
よ
り
堤
防
、

山
地

の
も
の
が
す
ぐ
れ

て
い
る
。

ま
た
、
伐
期
か
ら
み
る
と
、
五
月
～
七
月
に
伐
竹
す

る
と
材
の
中

に
糖
分
が
多
く
、
虫
害
を

う
け
や
す
く
強
度

も
落
ち

る
の
で
、
九
月
～
十
月

に
伐
竹
し
た
も
の
が
良

い
と
さ
れ
て

い
る
。

工
芸
品
を

つ
く
る
に
は
伐
竹
期

に
よ

っ
て
使
用

の
適
否
、
色
の
明
暗

が
左
右
さ
れ
る
。
最

適

の
伐
期

は
九
月
～

十
二
月

と
さ
れ

て
い
る
。

日
本
産
竹
類

の
う
ち
で
材

が
あ
ら
ゆ
る
点

で
す
ぐ
れ
、
も

っ
と
も
広
く
栽
培
さ
れ
て
い
る

の
は

マ
ダ

ヶ
で
、
竹
林
全
体

の
七
割
、
つ
い
で

モ
ウ
ソ
ウ
チ
ク
は
二
割

に
あ
た

る
。
後
者

は
、

筍

を
食
用

に
す

る
た
め
近
年
盛

ん
に
栽
培
さ
れ
て
い
る
が
、

マ
ダ

ケ
の
竹
材

工
芸

に
く
ら
べ

る
と
三
分

の

一
弱
で
あ

る
。
第

三
位

は

ハ
チ

ク
で
、
本
種

は
耐

寒
性

に
富

む
こ
と

か
ら
、
本

邦

の
山
間
地
帯

に
多

く
栽
培

さ
れ
、
主

に
筍
の
生
食
用
と
さ
れ
、

ま
た
、
材

が
細

か
く
割
れ

る

こ
と
か
ら
、
茶
栓

の
よ
う
な
特
別

の
用
途
が
あ
る
。

ま
た
、
竹
材

の
輸

出
先

の
主
な
る
国

は
ア
メ
リ
カ
、

オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ラ

ン

ド
、

ベ
ネ
ズ

エ
ラ
お
よ
び

メ
キ

シ
コ
そ

の
他
で
、
製

品
と
し
て
は
釣
り
竿
、
竹
籠
、
竹

す
だ

れ
、
筍

の
缶
詰
、
乾
燥
筍
な
ど
で
二
十
億
円

に
達
し
て

い
る
。
ま
た
現
在
、
日
本

の
竹
材
生

産

量
は
五
十
四
億
円

に
達
し

て
い
る
。

こ
の
額
は
現
代
日
本

の
産
業
生
産
高
か
ら
み
る
と
決

し

て
多

額
で
は
な

い
が
、
今
後
竹
製

品
の
復
興
、
発
達
、
輸
出
品

の
増
加
と
相
倹

ち
、
適
種

適
地

に
よ
り
各
品
種

に
新
ら
し

い
栽
培

地
を
拓

い
て
利
用
面
を
拡
大
す

る
な
ら
ば
、
農
家
経

済

の
更
生

に
貢
献
す

る
と

こ
ろ
も
大
き

い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
日
本

の
府
県

に
お
い
て
は
、
そ

の
自
然
風
土

の
構
成
上
、
さ
ら
に
人

心
の
精

神
面

で
、
さ
ら
に
は
産
業

に
日
本
人
の
生
活
上

に
占
め
る
竹

の
位
置

は
け
だ
し
大
な
る
も

の

が
あ

る
。

こ
れ
に
対

し
、
本
邦

の
自
生
笹
類
と
し

て
広
く
分
布
し

て
い
る
ネ

マ
ガ

リ

ザ

サ

は
、
北

は
樺
太
、
千
島

か
ら
北
海
道
を
経

て
本
州

の
脊
梁
山
脈

に
達
し

て
い
る
。
か
く
し

て

北
海
道
的
風
土

の
な
か
で
サ
サ
類

の
役
割
り

は
、
本
州
に
お
け
る
竹
類

に
比
す
べ
き
も

の
で

あ

ろ
う
。

§

筆
者
は
先
年
、
北
海
道
北
端

オ
ホ
ー
ッ
ク
沿
岸

の
動
植
物

の
棲
息
状
況
、
地
形
地
質
、
海

岸
景
観
な
ど
の
総
合
的
学
術
調
査

に
行

を
と
も

に
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
そ
の
調
査

に
ょ
る

と
、
稚
内
よ
り
紋
別

に
い
た
る
道
北

オ
ホ
ー
ツ
ク
沿
岸
、
と
く

に
宗
谷
岬

一
帯

の
地
域
は
冷

涼
な
気
候
条
件

に
由
来
し
て
地
形
は
な
だ

ら
か
な
起
伏
を
画
き
な

が
ら
、

こ
の
地
帯
特
有

の

荘
洋
と
し
た
景
観
を
形
づ
く

っ
て

い
る
。

そ
の
主
役
を
な
す
も

の
が

チ

マ
キ
ザ
サ
で
あ
り
、

そ

の
な
か
に

エ
ゾ
カ
ワ
ラ
ナ
デ

シ
コ
、

ガ

ン
コ
ウ
ラ

ソ
、

エ
ゾ

ゴ
ゼ

ソ
タ
チ
バ
ナ
、

コ
ケ

モ

モ
な
ど

の
高

山
お
よ
び
寒
地
性

植
物

が
大
小

の
群
落
を
な

し
て
出
現
し
、
特
異

な
景
観
を
構

成
し

て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、

チ

マ
キ
ザ

サ
が
優

占
種

と
な

っ
て
構
成
す

る
北
海
道
北
端

の
稚
内
近
郊
の

景
観

は
、
か
く
独
特

の
植
物
的
風
土
を
形
成
す

る
と
と
も
に
、

こ
の
地
帯

の
住
民
の
精
神
に

も
大
き
く
影
響

し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、

こ
の
地
帯

に
毎
年
訪
れ

る
多
数

の
観
光
客

は
、
日
本

の
ほ
か
の
地
域

で
見
ら
れ
な

い
荘

洋
と
し
た
植
物
景
観

に
心
う
た
れ
、
自
然

へ
の

あ

こ
が
れ
、
府
県

で
は
見
ら
れ
な

い
北
海

道
的
風
光

に
驚
嘆

す
る
で
あ

ろ
う
。

こ
の
よ
う

に
日
本
の
そ
れ
ぞ
れ

の
地
方

の
自
然

か
ら
受
け
る
人
間
の
感
覚

は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
地
域

で
異
な
る

こ
と
は
当
然

で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
日
本

の
各
地
帯
が
も

つ
特
異
の
自
然

を
保
護

し
、
さ
ら
に
そ
れ

を
積
極
的

に
育
成
す
る
義
務
を
わ
れ
わ
れ
は
も

つ
。

こ
れ
が
ひ
い

て
は
国
民

に
、
と
く
に
若

い
青
少
年

の
精
神
的
風
土
を
豊
か

に
す
る
う
え
で
、
重
要
な
こ
と

で
あ

ろ
う
。
美
し

い
国
土
の
保
全
な
く
し

て
国
民
が
自
然
を
、
国
を
愛
し
、
世
界

の
平
和
を

ね
が
う
気
も
ち

は
育
成
さ
れ
な
い
で
あ

ろ
う
。

私

は
ベ
ト
ナ
ム
の
竹

の
踊
り
を
見
な
が
ら
、
竹

に
つ
な
が
る

い
ろ

い
ろ
の
こ
と
が
ら
を
偲

び

つ
つ
、
人
間

の
心
に
与

え
る
自
然

の
影
響
は
、
国
、
民
族
を
越
え
て
共
感
す

る
も
の
が
あ

る

こ
と
を
覚

え
た
。

追
記

"
i
本
文
を
草
す
る
に
あ

た
り
、

る
著
作
を
参
照
し
た
。

竹
内
叔
雄
氏
、
室
井
紳
氏
、
そ

の
他
の
竹

に
僕
す

(北
海
道
大
学
農
学
部
教
授
)
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