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寄
稿

長野県農業関係試験場で、昭和
39 年 4 月から平成 14 年 3 月まで
主に野菜の栽培研究に従事。

小口　伴二

（公財）自然農法国際研究
開発センター評議員

は
じ
め
に

　

私
は
、
長
野
県
中
部
に
あ
る
あ
ま
り
大

き
く
な
い
寒
村
で
育
ち
ま
し
た
。
親
父
と

お
ふ
く
ろ
、
私
も
入
れ
て
男
兄
弟
三
人
の

親
子
五
人
と
、
私
が
二
番
子
と
い
う
こ
と

で
、
養
子
に
入
っ
た
後
見
役
の
老
夫
婦
と

の
七
人
家
族
で
、
畑
作
を
主
に
し
た
、
今

で
言
う
専
業
農
家
で
し
た
。
戦
後
間
も
な

い
頃
は
、
小
麦
や
大
麦
、
サ
ツ
マ
イ
モ
、

ジ
ャ
ガ
イ
モ
、
大
豆
・
小
豆
な
ど
の
畑
作

物
が
主
で
し
た
が
、
昭
和
三
十
年
代
に
入

る
と
収
入
の
良
い
ハ
ク
サ
イ
や
キ
ャ
ベ
ツ

を
主
に
し
た
野
菜
の
栽
培
が
増
え
て
い
き

ま
し
た
。

　

こ
ん
な
中
、
お
ふ
く
ろ
は
、
農
作
業
に

家
事
に
と
そ
れ
は
そ
れ
は
た
い
へ
ん
忙
し

い
毎
日
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
父
親
と

食
べ
盛
り
の
男
の
子
三
人
、
そ
れ
に
老
夫

婦
二
人
の
三
度
の
食
事
作
り
は
苦
労
し
た

こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
も
、
味
噌
汁
や

煮
物
、
炒
め
物
、
漬
け
物
と
野
菜
た
っ
ぷ

り
の
食
事
を
作
り
、
家
族
の
健
康
を
守
っ

て
く
れ
ま
し
た
。
高
等
女
学
校
を
出
た
と

い
っ
て
も
、
お
そ
ら
く
栄
養
学
の
知
識
な

ど
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
日
々
の
生

活
の
中
で
、
野
菜
の
効
用
に
つ
い
て
体
験

的
に
学
ん
で
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
今
で

も
心
か
ら
感
謝
し
て
い
ま
す
。

　

子
供
の
頃
こ
う
し
た
日
々
を
過
ご
し
た

こ
と
が
、
長
野
県
の
農
業
試
験
場
で
野
菜

の
研
究
に
携
わ
る
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し

た
。
在
職
中
は
、
野
菜
類
の
栽
培
技
術
改

善
の
研
究
に
携
わ
り
ま
し
た
が
、
も
と
も

と
農
薬
や
化
学
肥
料
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
う

近
代
農
業
に
は
疑
問
を
持
っ
て
い
た
こ
と

も
あ
り
、
退
職
後
数
年
を
経
た
頃
に
、
自

然
農
法
セ
ン
タ
ー
の
前
理
事
長
の
天
野
紀

宜
さ
ん
、
元
農
業
試
験
場
長
の
川
島
東
洋

一
さ
ん
か
ら
お
声
を
か
け
て
い
た
だ
き
、

そ
れ
以
来
自
然
農
法
セ
ン
タ
ー
農
業
試
験

場
で
研
究
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

本
稿
で
は
、
私
が
県
の
農
業
試
験
場
在

職
中
に
あ
っ
た
印
象
深
い
出
来
事
や
菜
園

作
り
へ
の
想
い
な
ど
、
自
然
農
法
の
視
点

で
綴つ

づ

っ
て
み
ま
す
。

菜
園
作
り
は
楽
し
く
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
や
り
ま
し
ょ
う

　

以
前
、
あ
る
新
聞
社
の
情
報
誌
に
家
庭

菜
園
に
つ
い
て
の
連
載
記
事
を
書
い
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
最
初
に
書
い
た

の
は
、「
な
に
を
置
い
て
も
楽
し
く
や
る

こ
と
」
で
し
た
。「
お
父
さ
ん
、
水
や
り

が
遅
か
っ
た
か
ら
苗
が
枯
れ
ち
ゃ
っ
た

よ
」、「
お
母
さ
ん
そ
ん
な
に
言
う
ん
な
ら

お
ま
え
が
や
り
な
よ
」
な
ど
な
ど
、
さ
わ

や
か
な
青
空
の
下
、
不
機
嫌
で
野
菜
と
向

き
合
っ
て
も
い
い
こ
と
は
少
し
も
あ
り
ま

せ
ん
。
少
し
は
失
敗
し
て
も
、
た
く
さ
ん

穫
れ
な
く
て
も
い
い
の
で
す
。
と
に
も
か

く
に
も
、
家
族
で
、
ご
近
所
で
楽
し
く
や

る
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
こ
か
ら
、
家
族

や
ご
近
所
の
明
る
く
楽
し
い
暮
ら
し
が
始

ま
り
ま
す
。

三
つ
子
の
菜
園
百
ま
で

　
「
三
つ
子
の
魂
百
ま
で
」
と
い
う
こ
と

わ
ざ
が
あ
り
ま
す
。
幼
児
の
時
期
は
、
人

格
形
成
の
一
番
重
要
な
時
期
と
い
う
こ
と

で
す
が
、
小
さ
な
頃
か
ら
明
る
い
日
差
し

の
下
で
、
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
、
お
じ

い
ち
ゃ
ん
や
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
一
緒
に
、

野
菜
に
愛
情
を
持
っ
て
接
す
る
こ
と
が
で

菜
園
か
ら
学
ぶ
～
観
る
こ
と
の
大
切
さ
～
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き
れ
ば
、
き
っ
と
心
の
優
し
い
大
人
に

育
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

楽
し
く
取
り
組
ん
だ
こ
と
が
、
良
い
思
い

出
と
と
も
に
、
一
生
を
通
じ
て
生
活
に
潤

い
を
与
え
る
菜
園
作
り
に
つ
な
が
り
ま

す
。
そ
し
て
、
そ
の
想
い
が
次
の
世
代
に

受
け
継
が
れ
て
い
き
ま
す
。

　

自
然
農
法
セ
ン
タ
ー
農
業
試
験
場
の
南

隣
に
も
松
本
市
の
保
育
園
が
あ
り
ま
す
。

農
業
試
験
場
で
は
、
園
児
と
の
収
穫
体
験

な
ど
を
通
じ
て
交
流
し
て
お
り
、
自
然
農

法
へ
の
理
解
を
深
め
る
機
会
に
な
っ
て
い

ま
す
。

野
菜
作
り
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
～
見
る
と
観
る
の
違
い
～

　
「
み
る
」
と
い
う
漢
字
に
は
、
普
通
に

使
わ
れ
る「
見
る
」と
、そ
の
他
に「
観
る
」

や
「
視
る
」
が
あ
り
ま
す
。「
見
る
」
が

単
に
目
で
確
認
す
る
意
味
に
対
し
て
、「
観

る
」
や
「
視
る
」
は
、
単
に
見
る
の
で
は

な
く
事
の
本
質
を
洞
察
力
を
持
っ
て
う
か

が
う
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
菜

園
作
り
も
「
観
る
」
と
い
う
姿
勢
が
大
切

で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
私
が
体
験
し
た
エ

ピ
ソ
ー
ド
な
ど
を
紹
介
し
ま
す
。

（
自
然
農
法
誌
68
号
に
も
自
然
農
法
技
術

交
流
会
レ
ポ
ー
ト
「
自
然
農
法
は
観
察
が

基
本
」
の
中
で
、
自
然
観
察
の
大
切
さ
が

述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。）

■
メ
ロ
ン
の
苗
が
お
か
し
い
の
で
す
が

　

私
が
県
の
農
業
試
験
場
に
入
っ
て
十
年

く
ら
い
経
っ
た
頃
で
し
ょ
う
か
、
近
く
の

農
家
の
元
気
の
良
い
お
ば
さ
ん
が
、
生
育

に
異
常
が
あ
る
メ
ロ
ン
の
苗
を
持
参
し

て
、
原
因
を
調
べ
て
ほ
し
い
と
言
っ
て
き

ま
し
た
。
春
先
の
少
し
寒
い
時
期
で
し
た

の
で
、冷
床
の
ト
ン
ネ
ル
内
に
苗
が
あ
り
、

異
常
を
示
す
苗
は
苗
床
の
周
囲
に
多
く

発
生
し
て
い
る
と
の
こ

と
、
ま
た
メ
ロ
ン
苗
の

症
状
は
、
先
端
部
付
近

の
葉
が
少
し
萎
縮
し
、

色
も
少
し
褐
変
し
て
い

ま
し
た
。
私
は
、
苗
床

の
周
囲
に
発
生
が
多
い

こ
と
と
、
苗
の
先
端
付

近
の
柔
ら
か
な
葉
が
褐

変
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
低
温
障
害
と
い
う

見
立
て
を
し
ま
し
た
。

お
ば
さ
ん
は
、
な
ん
と

な
く
不
服
な
面
持
ち
で

帰
ら
れ
ま
し
た
が
、
二
、

三
日
す
る
と
ま
た
見
え

ら
れ
、「
原
因
が
分
か
り
ま
し
た
、
ダ
ニ

が
た
く
さ
ん
付
い
て
い
ま
し
た
よ
。
試
験

場
も
当
て
に
な
り
ま
せ
ん
ね
」
と
お
叱
り

を
受
け
た
の
で
す
。
こ
れ
に
は
参
り
ま
し

た
。
ま
た
、
失
礼
な
言
い
方
に
な
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
農
家
の
お
ば
さ
ん
が
目

に
見
え
な
い
よ
う
な
小
さ
な
ダ
ニ
に
よ
く

気
が
つ
い
た
も
の
だ
と
感
心
し
ま
し
た
。

私
は
よ
く
見
た
つ
も
り
で
し
た
が
、
ぼ
ん

や
り
と
し
か
「
見
て
」
い
な
か
っ
た
の
で

す
。
ち
な
み
に
、
ダ
ニ
の
種
類
は
コ
ナ
ダ

ニ
で
、
ト
ン
ネ
ル
の
被
覆
に
使
っ
て
い
る

稲
わ
ら
で
編
ん
だ
菰こ

も

（
筵
む
し
ろ
）
に
付
い
て
い

た
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
た
い
へ
ん

良
い
教
訓
に
な
り
ま
し
た
。

■
葉
の
裏
を
よ
く
観
察
す
る

　

先
の
メ
ロ
ン
苗
の
一
件
か
ら
余
り
日
を

置
か
な
い
内
に
、
近
く
の
農
協
か
ら
育
苗

中
の
ト
マ
ト
苗
に
異
常
が
あ
る
か
ら
見
て

ほ
し
い
と
い
う
連
絡
が
入
り
ま
し
た
。
早

速
行
っ
て
み
る
と
、
先
端
付
近
の
葉
が
メ

ロ
ン
苗
と
同
様
な
症
状
で
、
し
か
も
ト
ン

ネ
ル
の
被
覆
に
菰
を
使
っ
て
い
る
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。
多
分
、
と
い
う
は
や
る
気

持
ち
を
抑
え
て
、
今
度
は
苗
を
じ
っ
く
り

「
観
」
ま
し
た
。
葉
の
裏
に
、
メ
ロ
ン
苗

と
同
様
な
小
さ
な
コ
ナ
ダ
ニ
が
び
っ
し
り

と
付
い
て
い
ま
し
た
。
営
農
技
術
員
も
、

想
像
を
し
て
い
な
か
っ
た
原
因
を
私
が
す

自然農法センター農業試験場と保育園児との収穫体験交流

保育園児のタマネギ苗植え付け体験の新聞記事
（長野県松本市市民タイムス紙より）
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ぐ
さ
ま
診
断
し
た
こ
と
か
ら
、驚
く
や
ら
、

感
心
す
る
や
ら
で
一
件
落
着
と
な
り
ま
し

た
。

　

私
は
こ
の
経
験
か
ら
、
野
菜
の
生
育
状

況
を
見
る
時
に
は
、必
ず
葉
の
裏
を
「
観
」

る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
害
虫
の
多
く

は
、
強
い
日
の
光
や
雨
風
な
ど
を
避
け
る

た
め
、
葉
の
裏
で
行
動
し
て
い
る
こ
と
が

多
い
の
で
す
。
菜
園
作
り
で
は
、
ぜ
ひ
葉

の
裏
を
「
観
」
て
く
だ
さ
い
。

■
キ
ュ
ウ
リ
に
は
根
が
あ
る

　

当
時
、
県
南
部
に
あ
る
農
業
試
験
場
の

分
場
に
勤
務
し
て
い
た
時
で
、
勤
め
始
め

て
十
五
年
く
ら
い
経
っ
た
頃
で
し
ょ
う

か
。
キ
ュ
ウ
リ
栽
培
の
盛
ん
な
県
東
部
の

産
地
か
ら
、
栽
培
講
習
会
の
講
師
を
務
め

て
く
れ
な
い
か
と
依
頼
が
き
ま
し
た
。
こ

の
地
域
は
、
県
北
部
の
須
坂
市
に
あ
る
園

芸
試
験
場
の
管
轄
下
で
し
た
が
、
県
南
部

も
キ
ュ
ウ
リ
栽
培
が
盛
ん
で
し
た
の
で
、

よ
そ
の
情
報
も
知
り
た
い
と
い
う
意
向
も

あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
園
芸
試
験
場
の
ベ

テ
ラ
ン
研
究
員
の
替
わ
り
が
務
ま
る
の
か

と
、
当
日
は
不
安
が
先
に
立
つ
中
で
話
を

始
め
ま
し
た
が
、
案
の
定
農
家
の
人
た
ち

の
冷
や
や
か
な
視
線
が
感
じ
ら
れ
、
安
易

に
引
き
受
け
た
こ
と
を
後
悔
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
こ
で
止
め
る
わ
け
に
は
い
き

ま
せ
ん
。
ど
う
し
よ
う
と
考
え
な
が
ら
、

「
見
る
」
と
「
観
る
」
の
話
を
し
て
や
ろ

う
と
思
い
つ
き
ま
し
た
。

　
「
キ
ュ
ウ
リ
に
限
ら
ず
、
植
物
に
は
必
ず

根
が
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
根
は
土
の

中
に
あ
る
た
め
、
私
た
ち
の
目
に
は
見
え

ま
せ
ん
。
ど
の
よ
う
に
伸
び
て
い
る
の
か
、

健
康
に
生
長
し
て
い
る
の
か
い
な
い
の
か

な
ど
、
地
上
部
の
葉
や
茎
や
果
実
が
肉
眼

で
観
察
で
き
る
の
に
対
し
、
そ
れ
が
で
き

ま
せ
ん
。皆
さ
ん
は
、根
が
見
え
な
い
の
で
、

地
上
部
の
生
育
ば
か
り
を
気
に
し
て
、
根

の
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
ま
せ
ん
か
。

地
上
部
が
健
全
に
育
つ
に
は
、
根
が
健
全

に
育
っ
て
い
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
見
え

な
い
根
を
観
る
こ
と
が
大
切
で
す
。」
と

問
い
か
け
て
み
ま
し
た
。
す
る
と
、
そ
れ

ま
で
私
語
な
ど
で
ざ
わ
つ
い
て
い
た
会
場

の
空
気
が
一
変
し
ま
し
た
。
皆
さ
ん
の
冷

や
や
か
な
視
線
が
、
急
に
真
剣
な
眼
差
し

に
変
わ
っ
た
の
で
す
。
講
習
が
終
わ
っ
た

後
の
懇
親
会
で
は
、
今
年
こ
そ
は
立
派
な

キ
ュ
ウ
リ
を
作
ろ
う
と
い
う
農
家
の
人
た

ち
の
熱
気
で
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

■
北
原
白
秋
の
晩
年
の
短
歌
か
ら

　

自
然
農
法
セ
ン
タ
ー
の
農
業
試
験
場
で

は
、
毎
年
十
一
月
末
に
本
科
研
修
生
の
修

了
式
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
に
お
別
れ
の
昼

食
会
が
開
か
れ
ま
す
。
職
員
の
方
々
が
、

研
修
生
へ
は
な
む
け
の
言
葉
を
贈
る
の
が

恒
例
に
な
っ
て
い
ま
す
。
私
も
参
加
さ
せ

て
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
す
が
、
平
成

二
十
三
年
度
の
修
了
生
へ
贈
っ
た
私
の
一

言
を
紹
介
し
ま
す
。

「
物
事
は
、
見
る
よ
り
観
る
こ
と
が
大
切
」

　

こ
れ
は
、
た
ま
た
ま
聞
い
て
い
た
Ｎ
Ｈ

Ｋ
の
ラ
ジ
オ
深
夜
便「
明
日
へ
の
こ
と
ば
」

の
中
で
、も
う
故
人
に
な
ら
れ
ま
し
た
が
、

日
本
将
棋
連
盟
会
長
で
あ
っ
た
米
長
邦
雄

さ
ん
が
「
見
る
と
観
る
の
違
い
」
を
話
さ

れ
た
と
き
に
引
用
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

か
黝ぐ

ろ

葉ば

に
し
づ
み
て
匂
ふ
夏
霞

　
　
　

若
か
る
我
は
見
つ
つ
観
ざ
り
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

北
原
白
秋

（
歌
集
「
黒
檜
」（
昭
和
十
五
年
）
所
収
）

【
解
説
】
黒
檜
の
茂
り
に
深
く
沈
ん
で
匂

う
夏
霞
の
気
配
。
こ
の
深
い
興

き
ょ
う

趣し
ゅ

も
、
若

い
こ
ろ
は
見
な
が
ら
、
漫
然
と
見
す
ご
し

て
き
た
も
の
だ
が
。

　

晩
年
の
歌
。
青
葉
で
む
せ
か
え
る
よ
う

な
森
が
う
っ
す
ら
と
か
す
ん
で
い
る
。
若

い
頃
は
そ
れ
を
見
て
い
て
も
観
て
は
い
な

か
っ
た
。
こ
の
歌
の
頃
は
、
白
秋
は
腎
臓

を
患
い
失
明
同
然
の
状
態
で
あ
っ
た
。
そ

の
彼
が
青
葉
を
観
て
い
る
。
今
、
こ
の
年

に
な
っ
て
み
る
と
、「
若
か
る
我
は
見
つ

つ
観
ざ
り
き
」
の
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
多

か
っ
た
か
と
嘆
く
ほ
か
な
い
。
白
秋
は
こ

の
歌
を
詠
ん
で
２
年
後
に
他
界
す
る
。

葉裏に付くインゲンテントウの幼虫 インゲンテントウの成虫 葉裏にびっしり付くアブラムシ

□■　葉の裏をよく「観る」　■□
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季
節
を
大
切
に
し
た
菜
園
作
り

　

自
然
の
中
で
、
季
節
は
毎
年
同
じ
よ
う

に
巡
っ
て
き
ま
す
。
季
節
の
変
化
を
生
活

の
中
で
生
か
す
こ
と
が
大
切
で
す
が
、
近

年
旧
暦
が
季
節
感
が
感
じ
ら
れ
る
と
し
て

人
々
の
関
心
を
得
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま

し
た
。
旧
暦
で
暮
ら
そ
う
と
い
う
趣
旨
の

書
籍
も
い
く
つ
か
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

旧
暦
は
正
確
に
は
太
陰
太
陽
暦
と
呼
ば

れ
、
今
の
新
暦
、
つ
ま
り
太
陽
暦
が
明
治

六
年
に
採
用
さ
れ
る
以
前
に
使
用
さ
れ
て

い
た
こ
と
か
ら
、
旧
暦
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
旧
暦
の
一
か
月
は
、
太

陰
（
月
の
こ
と
）
と
あ
る
よ
う
に
月
の
満

ち
欠
け
を
基
に
し
て
決
め
ら
れ
ま
す
。
新

暦
で
は
、
太
陽
の
運
行
（
実
際
に
は
地
球

の
動
き
）
を
基
に
月
日
が
決
め
ら
れ
ま
す

か
ら
、
若
干
の
誤
差
が
あ
り
ま
す
が
、
毎

年
同
じ
時
期（
月
日
）に
同
じ
季
節
が
巡
っ

て
き
ま
す
。
し
か
し
、
太
陽
が
ど
こ
か
ら

昇
っ
て
ど
こ
に
沈
む
の
か
は
、
毎
日
見
て

い
て
も
十
日
程
度
の
間
で
は
こ
の
差
は
分

か
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
対
し
て
、
夜
空
に

輝
く
月
の
出
入
り
は
昨
日
と
今
日
で
は
っ

き
り
区
別
が
付
き
ま
す
し
、
満
ち
欠
け
も

数
日
で
か
な
り
変
化
し
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
月
の
出
入
り
と
月
の
満

ち
欠
け
を
見
れ
ば
、
旧
暦
で
は
今
日
は
ほ

ぼ
何
日
頃
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

し
か
も
、
夜
空
に
そ
の
姿
が
浮
か
び
幻
想

的
な
雰
囲
気
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
な
ん
と

な
く
不
安
で
忙
し
い
近
年
の
生
活
の
中
で

は
、
旧
暦
は
季
節
を
大
切
に
し
て
暮
ら
す

と
い
う
生
き
方
と
し
て
共
感
を
持
っ
て
迎

え
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　

旧
暦
で
は
、
月
の
満
ち
欠
け
の
周
期
は

29
・
５
日
く
ら
い
で
す
か
ら
、
大
の
月

（
30
日
）
と
小
の
月
（
29
日
）
を
組
み
合

わ
せ
て
一
年
を
十
二
か
月
と
す
る
と
、
新

暦
の
３
６
５
日
よ
り
十
一
日
ほ
ど
短
い
日

数
の
一
年
と
な
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
調
節

の
た
め
に
、
三
年
に
一
度
く
ら
い
は
閏

う
る
う

月づ
き

を
設
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
た

が
っ
て
、
旧
暦
で
は
同
じ
日
が
同
じ
時

期
に
訪
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
せ
ん
か
ら
、

季
節
を
正
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
そ
こ
で
、
正
し
い
季
節
を
知
る
た
め

に
二に

十
じ
ゆ
う

四し

節せ
っ

気き

が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
二
十
四
節
気
は
月
の
満
ち
欠
け

で
は
な
く
、
太
陽
の
運
行
を
基
に
決
め
ら

れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
、
新
暦

で
は
季
節
と
連
動
し
て
毎
年
同
じ
月
日
が

巡
っ
て
き
ま
す
か
ら
、
二
十
四
節
気
に
頼

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
中

で
、
い
つ
の
ま
に
か
二
十
四
節
気
は
、
主

要
な
も
の
を
除
い
て
生
活
の
中
か
ら
忘
れ

ら
れ
た
存
在
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
し
ょ
う
か
。

　

せ
っ
か
く
で
す
か
ら
、
二
十
四
節
気
を

す
べ
て
挙
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。「
立
春
・

雨う

水す
い

・
啓け
い

蟄ち
つ

・
春
分
・
清
明
・
穀
雨
・
立

夏
・
小
満
・
芒ぼ

う

種し
ゅ

・
夏
至
・
小
暑
・
大
暑
・

立
秋
・
処
暑
・
白
露
・
秋
分
・
寒
露
・
霜

降
・
立
冬
・
小
雪
・
大
雪
・
冬
至
・
小
寒
・

大
寒
」
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
概
ね

15
日
か
16
日
の
間
隔
に
な
っ
て
い
て
、
毎

年
同
じ
時
期
に
巡
っ
て
き
ま
す
。

　

二
十
四
節
気
の
他
に
、
さ
ら
に
細
分
化

し
た
七し

ち

十
じ
ゆ
う

二に

候こ
う

な
る
も
の
も
設
け
ら
れ

て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
菜
園
作
り
に
役
立

て
て
み
て
く
だ
さ
い
。
で
き
れ
ば
、
我
が

家
独
自
の
七
十
二
候
を
作
っ
て
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
忙
し
い
世

の
中
で
は
あ
り
ま
す
が
、
自
然
の
中
の
季

節
の
折
々
を
敏
感
に
感
じ
取
り
、
花
鳥
風

月
を
愛
で
る
余
裕
は
ぜ
ひ
持
ち
た
い
も
の

で
す
。

（
二
十
四
節
気
も
七
十
二
候
も
、
も
と
も

と
太
陰
太
陽
暦
と
と
も
に
中
国
か
ら
も
た

ら
さ
れ
た
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
日
本

の
季
節
と
合
わ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で

す
。暦
に
関
す
る
研
究
を
行
っ
て
い
る「
暦

の
会
」
で
は
、
日
本
の
現
代
に
合
っ
た

七
十
二
候
を
作
成
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を

含
め
、
暦
に
つ
い
て
詳
し
く
知
り
た
い
方

は
、「
現
代
こ
よ
み
読
み
解
き
事
典
」
岡

田
芳
郎
、
阿
久
根
末
忠
編
著
、
柏
書
房
な

ど
を
ご
覧
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。）

自
然
農
法
で
未
来
を
拓
く

　

自
然
農
法
は
、
慣
行
農
法
の
よ
う
に
自

然
を
制
御
し
て
行
う
も
の
と
異
な
り
、
あ

く
ま
で
自
然
と
融
和
し
て
行
う
農
法
で

す
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
の
摂
理
に
反
し

な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と

思
い
ま
す
。
県
の
農
業
試
験
場
に
勤
務
を

し
て
い
た
時
に
は
、
慣
行
農
法
に
多
少
の

疑
問
を
感
じ
な
が
ら
も
推
進
し
て
き
た
こ

と
は
、
自
然
農
法
を
前
に
す
る
と
、
ま
こ

と
に
忸じ

く

怩じ

た
る
思
い
が
し
ま
す
。

　

畑
に
住
む
様
々
な
生
き
物
と
の
関
わ
り

を
、
栽
培
す
る
作
物
が
上
手
に
行
え
る
よ

う
に
人
が
手
助
け
す
る
事
が
大
切
で
あ
る

こ
と
を
自
然
農
法
セ
ン
タ
ー
の
方
々
と
の

交
流
の
中
で
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
高
齢
化
が
進
む
社
会
構
造
の
中
で
、

先
行
き
に
不
安
の
あ
る
日
本
農
業
を
い
か

に
し
た
ら
い
い
の
か
、
簡
単
に
答
え
は
出

せ
な
い
と
は
思
い
ま
す
が
、
自
然
農
法
セ

ン
タ
ー
の
み
な
さ
ん
、
ま
た
自
然
農
法
を

実
践
さ
れ
て
い
る
み
な
さ
ん
が
、
し
っ
か

り
と
し
た
理
念
と
気
概
を
持
っ
て
、
日
本

農
業
の
未
来
を
拓
い
て
い
か
れ
る
こ
と
を

期
待
し
て
お
り
ま
す
。


