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課
植
園
「
荒
地
」
園
丁
の
課
業 

 

書
棚
の
片
隅
に
『
一
生
の
読
書
計
画
』
と
い
う
書
物
が
あ
る
。
裏
表
紙
の
裏
に
一
九
六
三
年
五
月
四
日

と
い
う
日
付
が
書
い
て
あ
る
。
ど
う
も
、
大
学
に
入
学
し
て
ま
も
な
く
買
っ
た
よ
う
だ
。
い
な
か
出
の
ま

だ
少
年
が
ま
わ
り
を
見
て
自
分
の
視
野
の
狭
さ
に
気
づ
い
た
せ
い
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
そ
れ
だ
け
意
気
込

ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
か
。
著
者
の
名
は
ク
リ
フ
ト
ン
・
フ
ァ
デ
ィ
マ
ン
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
て

み
た
ら
、
英
語
のW

ik
ip

ed
ia

に
経
歴
が
出
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
著
作
家

で
、
二
十
世
紀
の
高
度
経
済
成
長
期
の
人
々
に
読
書
案
内
と
し
て
書
い
た
よ
う
だ
。
紹
介
さ
れ
て
い
る
作

品
の
著
者
は
八
十
八
人
。
こ
う
い
う
話
を
す
る
と
い
か
に
も
読
書
人
に
聞
こ
え
る
け
れ
ど
も
、
十
八
歳
の

と
き
自
覚
し
た
よ
う
に
、
本
来
的
に
多
読
で
は
な
い
。
五
十
年
以
上
も
経
っ
た
今
、
推
薦
書
の
な
か
で
わ

ず
か
に
か
じ
っ
た
書
物
を
含
め
て
も
七
割
に
達
し
な
い
。
人
が
一
生
の
う
ち
に
ぜ
ひ
読
む
べ
き
だ
と
さ
れ

た
書
物
の
う
ち
、
ま
だ
手
に
し
て
い
な
い
本
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
あ
る
。
残
り
少
な
く
な
っ
た
年
数
で

読
め
る
か
し
ら
？
。
そ
の
上
、
ほ
か
の
人
は
ま
た
別
の
多
く
の
書
物
を
勧
め
る
の
で
あ
る
。 

 

け
れ
ど
も
そ
れ
ほ
ど
関
心
の
な
い
書
物
を
読
む
気
に
は
な
ら
な
い
か
ら
、
最
近
、
読
書
案
内
書
で
推
薦

さ
れ
た
書
物
か
ら
興
味
を
引
く
も
の
を
選
び
出
し
に
く
く
な
っ
て
き
た
。
書
評
に
載
る
書
物
も
、
夏
目
漱
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石
の
言
う
世
の
推
移
の
せ
い
で
、
つ
ま
り
現
今
の
著
作
者
と
の
意
識
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
広
が
っ
て
き
た
せ
い

で
、
関
心
を
呼
び
起
こ
す
も
の
が
少
な
く
な
っ
て
き
た
。
も
っ
と
も
そ
れ
は
、
た
ん
に
老
齢
に
よ
る
衰
弱

が
原
因
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
な
か
に
帰
っ
て
き
た
頃
か
ら
、
こ
れ
か
ら
読
め
る
書
物
の
数
は
限
ら
れ

て
い
る
の
だ
か
ら
、
な
に
か
工
夫
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
先
日
、
猫
な

ら
ぬ
Ｐ
Ｅ
Ｔ
が
、
脳
で
養
っ
て
い
る
髄
膜
腫
の
ほ
か
に
、
も
う
一
か
所
で
緑
色
の
警
戒
信
号
を
発
し
た
。

さ
い
わ
い
そ
れ
は
な
ん
で
も
な
か
っ
た
が
、
余
命
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
て
く
れ
、
新
し
く
書
物
を
読
み
進

む
こ
と
に
あ
き
ら
め
が
つ
い
た
。
他
方
で
、
少
数
な
の
に
読
ん
で
き
た
書
物
の
内
容
は
す
み
や
か
に
記
憶

か
ら
去
っ
て
、
こ
ち
ら
も
な
ん
と
か
し
ろ
と
警
告
を
受
け
続
け
て
い
る
。
う
ま
い
ぐ
あ
い
に
、
読
ん
だ
書

物
の
名
を
記
録
し
て
い
た
の
が
、
四
十
歳
を
過
ぎ
る
こ
ろ
か
ら
し
だ
い
に
メ
モ
の
量
が
増
え
て
、
い
く
ら

か
た
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
読
め
ば
、
少
し
は
記
憶
を
呼
び
戻
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

  

こ
う
し
て
、
課
植
園
の
園
丁
の
課
業
は
わ
ず
か
に
変
化
し
て
、
回
想
の
時
間
が
加
わ
っ
た
。
今
後
、
そ

の
こ
と
で
印
象
を
新
た
に
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
こ
の
雑
記
帳
に
記
し
て
お
こ
う
と
思
う
。
そ
の
手
始

め
が
こ
の
文
章
で
あ
る
。
作
務
を
始
め
て
み
た
ら
、
断
片
的
な
書
き
抜
き
は
な
か
な
か
意
味
を
つ
か
み
に

く
い
。
文
脈
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
Ｆ
・
テ
ン
ニ
エ
ス
の
『
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル

シ
ャ
フ
ト
』
は
わ
り
あ
い
多
く
ノ
ー
ト
し
て
あ
っ
た
が
、
要
約
の
よ
う
に
書
い
て
い
て
、
と
て
も
難
解
だ
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っ
た
。
し
か
も
、
著
者
の
記
述
は
説
得
の
姿
勢
が
少
な
く
一
方
的
で
、
社
会
を
二
つ
に
分
類
す
る
基
本
の

構
想
は
う
な
ず
け
て
も
、
抽
象
的
な
こ
と
が
ら
の
切
り
分
け
は
強
引
す
ぎ
る
と
感
じ
た
。
十
九
世
紀
末
に

は
こ
ん
な
に
む
ず
か
し
く
論
を
展
開
す
る
人
が
い
た
の
だ
と
、
感
心
す
る
ば
か
り
。
だ
が
そ
れ
を
読
ん
だ

当
時
、
帰
省
の
お
り
に
感
じ
た
付
き
合
い
の
わ
ず
ら
わ
し
さ
を
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ

ト
の
違
い
と
し
て
理
解
で
き
た
の
は
、
こ
の
書
物
の
お
か
げ
だ
っ
た
。
職
を
辞
し
て
い
な
か
に
帰
っ
て
き

て
、
感
じ
る
ス
ト
レ
ス
が
弱
く
な
っ
た
の
は
年
の
功
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
こ
れ
も
衰
え
だ
ろ
う
か
、
考

え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
読
書
ノ
ー
ト
の
初
め
の
方
に
あ
っ
た
『
エ
セ
ー
』
は
、
わ
た
し
に
功
徳
を
与
え

て
く
れ
そ
う
な
の
で
、
書
物
を
読
み
返
す
こ
と
に
し
よ
う
。 

 

懐
か
し
く
感
じ
た
の
は
『
日
本
文
化
の
か
く
れ
た
形
』(

岩
波
書
店)

で
、
こ
の
テ
ー
マ
で
行
な
わ
れ
た

連
続
講
演
を
書
物
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
語
り
手
は
、
日
本
の
敗
戦
後
に
活
躍
し
た
人
た
ち
の
う
ち
、
加

藤
周
一
、
木
下
順
二
、
丸
山
真
男
の
三
人
。
本
を
引
っ
ぱ
り
出
し
て
み
る
と
、
講
演
会
は
一
九
八
一
年
に

開
か
れ
た
そ
う
だ
。
日
本
の
経
済
が
タ
ー
ニ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
を
過
ぎ
て
、
社
会
が
あ
り
方
を
変
え
始
め

た
時
代
で
あ
る
。
そ
の
時
点
で
、
戦
後
思
想
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
人
た
ち
が
、
そ
れ
ま
で
の
思
索
を

ま
と
め
る
よ
う
に
し
て
、
日
本
文
化
に
支
配
的
な
「
形
」
に
つ
い
て
語
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
読
ん

だ
こ
ろ
か
ら
三
十
年
近
く
経
っ
た
今
、
メ
モ
を
読
み
な
お
す
こ
と
は
、
時
間
的
な
距
離
を
置
く
こ
と
か
ら

来
る
利
点
が
あ
る
だ
ろ
う
。 
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昔
の
わ
た
し
は
次
の
よ
う
な
感
想
を
記
し
て
い
た
。
―
―
三
人
三
様
に
、
向
か
う
と
こ
ろ
、
ア
プ
ロ
ー

チ
の
仕
方
、
提
示
の
仕
方
に
特
徴
が
あ
る
。
加
藤
氏
は
、
広
い
視
野
で
理
詰
め
に
が
っ
ち
り
と
整
理
し
て

見
せ
る
、
日
本
の
伝
統
に
少
な
い
人
。
木
下
氏
は
劇
作
家
ら
し
く
、
人
間
と
い
う
も
の
に
、
人
間
と
世
界

の
ド
ラ
マ
に
分
析
的
で
な
く
核
心
に
切
り
込
も
う
と
す
る
。
丸
山
氏
は
、
一
つ
の
学
問
領
域
の
中
で
高
み

に
到
達
し
よ
う
と
す
る
。
結
局
、
人
間
の
価
値
を
日
本
文
化
の
伝
統
の
な
か
で
う
ち
建
て
る
こ
と
、
新
し

い
伝
統
と
し
て
築
く
こ
と
、
そ
れ
が
問
題
だ
。
「
価
値
」
の
価
値
を
認
め
、
内
在
化
さ
れ
た
価
値
を
追
求

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
―
―
。
こ
の
感
想
か
ら
今
の
わ
た
し
は
大
し
て
進
ん
で
は
い
な
い
。 

 

思
え
ば
、
こ
の
三
人
や
戦
後
思
想
を
リ
ー
ド
し
た
本
物
の
知
識
人
た
ち
の
著
作
を
い
く
ら
か
心
が
け
て

読
ん
で
、
そ
の
知
識
を
内
面
化
し
よ
う
と
努
め
た
か
ら
、
そ
れ
に
な
ず
ん
だ
の
だ
ろ
う
、
こ
の
書
物
に
つ

い
て
の
メ
モ
は
断
片
的
で
も
よ
く
理
解
で
き
る
（
と
く
に
加
藤
周
一
の
著
作
は
か
な
り
読
ん
だ
の
で
）
。

メ
モ
を
読
み
返
し
て
み
て
、
日
本
文
化
と
日
本
人
の
特
徴
に
つ
い
て
の
そ
の
指
摘
は
今
で
も
有
効
だ
と
思

う
。
文
化
や
そ
の
影
響
下
で
育
つ
人
間
は
、
四
十
年
ぐ
ら
い
で
基
底
部
に
あ
る
形
を
変
え
な
い
と
考
え
る

べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
国
に
暮
ら
す
わ
れ
わ
れ
は
、
暗
黙
裡
に
強
制
す
る
文
化
的
な
習
慣
か
ら
少
し
で
も
自

由
に
な
っ
て
行
動
す
る
に
は
、
そ
の
形
を
よ
く
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
、
時
代
が
移
っ

て
社
会
が
い
や
お
う
な
く
変
化
し
た
か
ら
、
加
藤
説
を
批
判
的
に
発
展
さ
せ
て
現
在
で
も
力
を
発
揮
す
る
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議
論
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
思
想
家
と
し
て
の
丸
山
真
男
の
議
論
も
同
じ
よ
う
に
考
え
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
政
治
思
潮
は
一
九
七
〇
年
頃
か
ら
す
で
に
変
化
し
始
め
、
丸
山
も
批
判
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
た
。
だ
が
、
理
論
家
の
議
論
は
一
般
的
な
真
理
を
含
ん
で
い
る
の
で
、
政
治
状
況
が
変
わ
っ

て
も
有
効
性
を
も
つ
も
の
が
あ
る
と
思
う
。
次
の
よ
う
な
普
遍
的
な
言
明
も
メ
モ
し
て
い
た
。
―
―
世
界

像
＝
自
分
を
支
え
て
く
れ
る
精
神
的
支
柱
（
人
間
は
、
自
分
の
周
囲
に
、
世
界
に
、
た
え
ず
意
味
を
与
え

な
が
ら
生
き
て
い
く
動
物
）
、
個
別
的
意
味
づ
け
を
相
互
に
関
連
づ
け
た
も
の
。
世
界
像
の
中
で
自
我
は

自
分
の
位
置
づ
け
が
出
来
、
安
定
性
を
も
つ
―
―
。
忘
れ
っ
ぽ
い
人
間
に
は
、
こ
う
い
う
有
益
な
規
定
を

抜
き
書
き
す
る
の
が
意
味
あ
る
こ
と
だ
っ
た
。
今
度
も
復
唱
し
た
。 

  

こ
の
よ
う
に
わ
た
し
は
、
一
世
代
前
の
知
識
人
た
ち
か
ら
学
ん
で
い
く
ら
か
吸
収
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

す
る
と
、
漱
石
に
よ
る
集
団
意
識
の
波
動
的
な
推
移
論
を
援
用
す
れ
ば
、
去
っ
て
行
き
つ
つ
あ
る
か
つ
て

の
波
頭
に
す
が
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
先
ほ
ど
も
言
っ
た
よ
う
に
、
波
長
の
長
い
文
化
や
人
間
の
習
慣

は
ゆ
っ
く
り
変
化
し
て
も
、
社
会
状
況
は
推
移
し
て
と
く
に
集
団
意
識
は
す
で
に
変
化
し
た
。
高
度
経
済

成
長
期
ま
で
の
戦
後
の
思
潮
は
過
去
の
も
の
に
な
っ
た
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。
わ
た
し
よ
り
も
一
世
代
あ
と

の
人
々
の
集
団
意
識
の
新
し
い
波
頭
が
す
で
に
来
て
い
る
の
を
認
識
で
き
な
い
だ
け
な
の
だ
。
漱
石
先
生

が
言
う
よ
う
に
、
先
の
波
動
を
リ
ー
ド
し
た
大
家
で
さ
え
次
の
波
が
来
て
い
る
の
に
気
づ
か
な
い
の
だ
と
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し
た
ら
、
し
が
な
い
園
丁
に
は
仕
方
の
な
い
こ
と
か
。 

 

し
か
し
、
時
代
遅
れ
の
老
人
だ
と
し
て
も
、
し
ば
ら
く
で
も
意
味
あ
る
こ
と
を
し
よ
う
と
思
う
な
ら
、

回
想
だ
け
し
て
い
て
は
い
け
な
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
波
の
位
相
が
合
わ
な
い
と
し
て
も
、
と
き
ど
き
は
、

現
在
の
重
要
な
著
作
も
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
前
後
二
つ
の
波
頭
の
谷
間
で

才
も
な
く
華
も
な
く
記
す
雑
記
帳
は
波
間
に
消
え
る
運
命
に
あ
る
。
だ
が
、
師
と
仰
ぐ
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
、

(

こ
の
師
事
も
わ
た
し
が
世
の
流
行
に
疎
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
が)

、
「
わ
れ
わ
れ
の
努
め
は
、
自

分
の
品
性
を
創
る
こ
と
で
、
書
物
を
作
る
こ
と
で
は
な
い
」
と
説
い
て
い
る
。
園
丁
の
手
と
頭
の
な
ぐ
さ

み
は
無
形
の
成
果
を
も
た
ら
す
と
信
じ
、
日
を
つ
く
っ
て
行
こ
う
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
〇
一
五
年
み
か
ん
の
花
の
咲
く
頃 

   
 

後
記 

 

書
き
終
わ
っ
た
あ
と
で
、
講
談
社
の
冊
子
『
本
』
五
月
号
で
、
著
書
『
加
藤
周
一
を
記
憶
す
る
』
を
出

版
し
た
成
田
龍
一
と
い
う
人
の
小
文
に
出
会
っ
た
。
敗
戦
か
ら
現
在
ま
で
の
思
想
を
、
「
戦
後
思
想
」
の
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時
期
、
一
九
八
〇
年
前
後
を
中
心
と
す
る
時
期
、
そ
し
て
現
在
と
三
つ
の
段
階
に
分
け
て
い
る
。
第
二
の

思
潮
は
「
戦
後
思
想
」
が
「
制
度
の
知
」
と
な
り
桎
梏
に
な
っ
た
と
し
て
出
て
き
た
が
、
現
在
は
、
第
二

の
も
の
の
あ
る
局
面
の
み
を
極
限
化
し
て
、(

反
知
性
主
義
と
い
う)

啓
蒙
主
義
の
放
棄
の
よ
う
な
動
き
に

な
っ
て
い
る
、
と
特
徴
づ
け
て
い
る
。
筆
者
は
、「
人
間
や
こ
こ
ろ
が
空
虚
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
」
今
、

「
知
の
目
録
を
点
検
し
再
生
す
る
こ
と
、
解
釈
し
な
お
し
あ
ら
た
な
意
味
を
付
す
営
み
」
が
重
要
だ
と
考

え
て
、
二
十
一
世
紀
ま
で
「
た
え
ず
自
ら
の
知
を
点
検
し
、
組
み
換
え
、
状
況
に
向
き
合
っ
て
い
た
思
想

家
と
し
て
の
加
藤
周
一
」
を
テ
ー
マ
に
書
物
を
著
わ
し
た
と
い
う
。
加
藤
周
一
が
「
未
来
の
他
者
」
を
意

識
し
て
い
た
と
す
る
人
は
、
「
啓
蒙
主
義
の
放
棄
で
は
な
く
、
啓
蒙
主
義
の
蜂
起
へ
と
至
る
」
道
を
希
望

し
て
い
る
。 

 

そ
の
文
章
は
、
思
潮
の
推
移
を
語
る
点
で
、
ま
た
加
藤
周
一
を
取
り
あ
げ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
、

今
回
わ
た
し
の
考
え
た
こ
と
と
共
通
す
る
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
今
後
の
集
団
意
識
が
啓
蒙
主
義
の
蜂
起

へ
と
向
か
う
か
ど
う
か
定
か
で
は
な
い
が
、
わ
た
し
は
、
戦
後
思
想
の
啓
蒙
主
義
を
越
え
て
、
近
世
か
ら

近
代
へ
の
思
想
の
結
節
点
だ
っ
た
カ
ン
ト
の
啓
蒙
精
神
に
ま
で
戻
る
の
が
よ
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
根
本

的
に
も
の
ご
と
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
今
で
も
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
だ
か
ら
、
新
し
い
波
動
と
な
る
思
想

は
、
現
在
の
蒙
を
啓
く
カ
ン
ト
的
な
普
遍
的
価
値
を
追
求
す
る
動
き
と
し
て
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
と
思
う
。

そ
の
よ
う
な
波
頭
が
や
っ
て
来
る
こ
と
を
待
ち
望
む
。 


