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夏
山
シ
ー
ズ
ン
を
迎
え
て
思
-
　
　
お

本
格
的
な
夏
の
訪
れ
と
共
に
'
今
年
の
向
も
数
多

く
の
登
山
者
で
賑
わ
う
こ
と
だ
ろ
う
｡

そ
し
て
､
そ
の
登
山
者
の
ひ
と
り
ひ
と
り
の
青
春

の
あ
る
い
は
人
生
の
一
ペ
ー
ジ
に
何
ら
か
の
想
い
出

が
刻
み
込
ま
れ
て
ゆ
く
｡

そ
の
想
い
出
が
楽
し
い
も
の
で
あ
っ
て
欲
し
い
と

思
う
｡

イ

ン

ス

タ

ン

ト

ラ

ー

メ

ン

と

イ

ン

ス

タ

ン

ト

登

山

､
和
風
タ
ク
シ
ー
と
神
風
登
山
､
前
者
は
味
け
な
く

後
者
は
危
険
と
背
中
あ
わ
せ
､
余
裕
を
持
っ
て
､
じ

っ
く
り
と
自
然
の
良
さ
を
味
わ
い
た
い
も
の
だ
｡

白
馬
盾
で
登
山
補
導
員
の
忠
告
を
無
祝
し
て
事
故

を
起
し
た
葦
山
喜
が
あ
っ
た
｡
言
宮
司
'
･
=
｡
交
通
規

則
で
い
え
は
再
臨
-
･
ト
盤
鮎
で
前
故
を
起
し
た
よ
う
な

も
の
､
こ
う
い
う
の
は
罰
金
を
取
る
必
要
か
あ
る
｡

日
嘱
目
の
早
朝
信
濃
松
川
駅
か
ら
竜
証
､
か
め
る
.

餓
鬼
畠
へ
競
り
た
い
と
い
う
蕉
山
者
が
来
て
い
る
が

コ
ー
ス
を
説
明
し
て
や
っ
て
欲
し
い
と
の
こ
と
｡
聞

け
ば
､
雑
･
華
で
松
川
ル
ー
ト
の
紹
介
を
読
ん
で
来
た

と
い
う
.
残
念
な
か
･
.
?
こ
の
ル
ー
ト
は
手
入
れ
不
充

分
で
後
産
I
j
や
蓑
銀
座
を
粟
く
よ
う
に
初
め
て
の
登

山
者
が
そ
の
ま
1
捗
-
事
は
で
き
な
い
｡
宣
伝
(
紹

令
)
が
先
走
っ
て
観
光
行
政
不
在
の
一
例
｡
関
係
者

の
恥
考
を
酔
う
｡

大
糸
線
の
車
窓
に
通
+
.
.
J
る
北
ア
ル
プ
ス
の
略
々
｡

こ
の
略
々
を
磐
気
に
説
明
し
て
い
る
男
性
誰
巾
着
!

続
需
'
i
S
.
網
羅
諾
掴
藷
諦
∵

折
佃
の
ム
ー
ド
を
こ
わ
す
よ
う
な
野
暮
は
す
ま
い
o
　
!

せ
め
て
､
国
鉄
さ
ん
｡
登
山
列
車
の
珊
発
も
結
締
だ
-
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が
車
窓
に
写
る
パ
ノ
ラ
マ
図
を
窓
に
貼
る
位
の
小
さ

な
親
切
が
あ
れ
ば
旅
も
楽
し
く
過
せ
る
と
思
う
が
如

価

-

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

喋

帽
子
に
鈴
な
り
の
バ
ッ
チ
を
つ
け
て
い
る
登
山
者
i

あ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
だ
ろ
う
?

!

∩
大
町
山
の
会
会
長
　
久
保
田
稔
】
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新田羽打和睦動課耐諦観~統紬)
〔中鋼君田〕
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舘
A
-
初

･
博

子
-山

-

-

後

立

山

連

輩

を

中

心

と

　

し

　

て

-

-

長

沢

　

　

　

　

武

小
吉
山
名
に
つ
い
て

の
混
同
し
易
い
同
名
異
山
(
二
)

レ
ン
ゲ
岳
と
い
う
名
前
の
山
に
つ
い
て
は
､
現
在

針
ノ
木
嶋
の
そ
ば
の
蓮
華
岳
や
雲
の
平
の
そ
ば
の
三

俣
蓮
華
岳
の
他
､
越
中
､
越
後
方
面
で
は
､
白
馬
岳

の
こ
と
を
大
蓮
華
山
､
大
日
岳
の
こ
と
を
小
蓮
華
山

と
今
で
も
呼
ん
で
い
､
五
万
分
の
一
地
図
に
も
カ
ッ

っ
書
き
し
て
載
っ
て
お
り
ま
す
し
､
富
山
県
朝
日
町

に
は
今
も
〃
大
蓮
華
山
保
勝
会
〃
が
健
在
で
､
小
川

温
泉
口
か
ら
の
白
馬
岳
登
山
コ
ー
ス
の
整
備
､
保
護

に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
｡

蓮
華
と
は
蓮
花
で
､
奥
山
深
く
白
雪
を
戴
く
茶
々

が
重
量
し
尖
峯
が
ひ
し
め
き
合
っ
て
い
る
姿
を
谷
間

か
ら
遠
望
す
る
時
､
あ
た
か
も
開
花
し
た
一
大
白
蓮

の
花
弁
を
見
る
よ
う
で
､
従
っ
て
昔
は
幾
つ
も
の
山

を
総
称
し
て
蓮
花
岳
と
呼
ん
で
い
た
よ
う
で
す
｡

と
こ
ろ
で
白
馬
岳
周
辺
の
山
を
蓮
花
と
古
く
か
ら

呼
ん
で
い
た
の
は
越
後
側
で
､
同
方
面
に
は
一
七
二

四
年
す
で
に
蓮
花
銀
山
に
着
手
し
た
記
録
が
っ
残
て

お
り
ま
す
が
(
注
-
)
そ
れ
よ
り
以
前
､
正
徳
五
年

(
一
七
一
五
年
)
糸
魚
川
の
俳
人
九
蛸
が
出
し
た
俳

書
｢
糸
魚
川
｣
は
蓮
花
銀
山
と
題
し
て
｢
先
白
き
蓮

花
山
と
も
木
椎
と
も
｣
と
い
う
一
旬

が
載
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
､

の
頃
よ
う
や
く
越
中
方
面
に
､
越
後
側
の
三
国
損
の

山
に
対
す
る
呼
名
の
知
識
が
伝
っ
た
も
の
1
現
地
で

立
会
い
の
上
の
確
認
が
な
か
っ
た
の
で
､
こ
の
よ
う

な
混
同
に
よ
る
ま
ち
か
い
が
生
ま
れ
三
国
境
の
山
違

い
が
生
ん
だ
悲
劇
は
以
後
明
治
末
期
ま
で
続
く
こ
と

に
な
る
わ
け
で
す
｡

と
こ
ろ
で
､
こ
の
よ
う
な
誤
り
は
他
県
の
こ
と
は

か
り
で
な
く
､
地
元
北
安
曇
に
お
い
て
も
お
か
し
て

い
ま
し
た
｡
｢
明
治
二
十
年
以
来
我
が
長
野
県
は
そ

の
統
計
書
に
お
い
て
`
我
が
郡
に
蓮
花
岳
と
称
す
る

高
山
あ
り
て
､
国
中
第
三
の
高
峯
な
る
こ
と
を
示
す

も
､
郡
中
の
人
々
は
平
村
に
蓮
華
岳
の
あ
る
を
以
っ

て
統
計
書
の
誤
謬
な
ら
ん
か
を
嫌
え
り
､
同
二
二
年

信
濃
教
育
編
纂
の
地
図
に
､
初
め
て
我
郡
の
白
馬
岳

に
冠
す
る
に
蓮
華
岳
の
称
を
以
っ
て
せ
し
よ
り
'
我

が
郡
中
の
人
々
は
驚
き
て
､
越
後
､
越
中
の
地
誌
を

調
査
し
`
越
後
､
越
中
の
名
称
蓮
花
岳
な
る
こ
と
を

知
れ
り
､
然
れ
ど
も
陸
軍
省
白
馬
岳
の
名
称
に
従
う

に
よ
り
､
強
て
他
国
の
称
を
用
い
る
を
要
せ
ず
｡
｣

こ
れ
は
明
治
三
九
年
北
安
曇
教
育
会
編
纂
の
｢
北
安

そ
う
と
う
古
く
か
ら
呼
ば
れ
て
い
た

こ
と
が
解
り
ま
す
｡
そ
し
て
雪
倉
銀

山
関
係
の
文
政
`
天
保
(
一
八
一
八

-
一
八
四
三
年
)
の
頃
の
絵
図
を
み

る
と
大
運
花
(
現
白
馬
岳
)
は
三
国

暁
の
山
と
な
っ
て
い
ま
す
｡
(
一
図

参
照
)と

こ
ろ
が
一
方
富
山
側
で
は
､
元

鵬
の
頃
か
ら
三
国
境
の
山
は
鎌
岳
と

い
う
こ
と
で
ず
っ
と
き
て
お
り
ま
し

た
が
､
文
政
五
年
(
一
八
二
二
年
)

の
｢
新
川
郡
立
山
之
御
繍
山
之
図
｣

以
降
大
薙
花
､
小
蓮
花
な
る
山
名
が

絵
図
に
見
え
る
よ
う
に
な
り
､
現
在

の
鎚
岳
を
大
運
花
､
杓
子
串
を
小
運

花
と
し
て
お
り
ま
す
が
へ
こ
れ
は
こ

i
･
B
.
L
嘉
毒

き
く
吉
森

高
毒
移
植

t
s
･
小
猿

精
事
売

ぶ
り
t
辣

莱

曇
地
誌
｣
に
お
け
る
､
白
馬
岳
に
対
す
る
説
明
で
､

そ
の
経
過
い
き
さ
つ
が
良
く
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
｡

こ
の
他
蓮
輩
岳
は
一
名
烏
帽
子
岳
と
も
呼
ば
れ
'

南
の
烏
帽
子
岳
と
混
同
さ
れ
た
り
､
餓
鬼
岳
に
つ
い

て
は
五
電
宙
と
餓
鬼
岳
が
､
五
六
岳
に
つ
い
て
は
爺

ケ
岳
と
野
口
五
郎
岳
が
､
又
天
狗
岳
に
つ
い
て
は
､

国
墳
線
上
に
あ
る
天
狗
岳
の
他
､
神
城
の
犬
川
源
顕

の
山
で
あ
る
天
狗
宙
`
爺
ケ
岳
東
南
の
白
沢
天
狗
山

な
ど
が
混
同
し
て
取
り
扱
わ
れ
た
例
な
ど
が
あ
り
ま

す
が
､
紙
面
の
都
合
で
割
愛
致
し
ま
す
｡

6
ま
ざ
ら
わ
し
い
同
山
異
名

地
域
に
よ
っ
て
､
ま
た
時
代
に
よ
っ
て
一
つ
の
山

が
幾
つ
か
の
名
前
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
第
二
表
の

通
り
で
そ
れ
ら
が
､
実
地
踏
査
に
よ
っ
て
照
合
､
確
認

が
な
さ
れ
な
い
ま
1
､
案
内
書
や
地
形
図
が
作
ら
れ

発
売
さ
れ
た
の
で
､
多
く
の
誤
解
や
混
同
が
生
ま
れ

た
こ
と
は
､
例
を
明
治
四
二
年
の
辻
本
滞
丸
氏
の
文

を
借
り
､
第
一
表
で
分
析
し
な
が
ら
説
明
し
た
通
り

で
す
o

古
絵
図
を
見
る
時
､
前
項
で
も
紹
介
し
ま
し
た
が

越
中
､
越
後
､
信
州
三
国
境
の
山
を
め
ぐ
る
富
山
側

の
大
き
な
誤
り
を
発
見
し
ま
す
｡
加
賀
幕
で
は
〓
ハ

四
八
年
以
来
｢
黒
郵
奥
山
廻
り
役
｣
に
ょ
り
国
墳
警

備
の
為
の
踏
査
が
行
な
わ
れ
､
三
国
露
の
山
は
現
鑓

岳
と
い
う
こ
と
で
長
く
来
て
い
た
の
で
す
が
､
文
化

文
政
時
代
と
な
り
雪
倉
銀
山
採
鉱
で
､
賑
か
な
越
後

側
の
情
報
が
入
り
､
同
方
面
で
は
､
三
国
環
の
山
を

大
運
花
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
が
解
り
､
前
記
文
政
五

年
の
石
黒
信
田
氏
の
｢
新
川
郡
立
山
之
御
縮
山
之
図
｣

に
お
い
て
､
越
後
で
言
う
大
運
花
は
越
中
で
言
っ
て

来
た
鑓
柾
で
あ
る
と
早
の
み
込
み
し
て
､
い
ま
ゝ
で

の
三
国
蝿
の
山
鑓
岳
を
大
運
花
と
し
､
し
か
も
古
く

か
ら
親
し
ま
れ
て
来
た
鎚
再
の
名
前
を
絵
図
か
ら
消

す
に
し
の
び
ず
､
硯
旭
岳
へ
持
っ
て
行
っ
て
鑓
岳
の

名
前
を
つ
け
､
さ
ら
に
こ
の
頃
越
中
側
で
い
う
三
国

塊
の
山
上
駒
岳
(
現
白
馬
岳
)
も
残
し
て
三
国
境
は

大
運
花
と
上
輸
出
の
中
間
へ
持
っ
て
ゆ
く
と
い
う
自

信
の
な
い
折
衷
案
的
方
法
を
と
っ
た
と
思
わ
れ
る
の

で
す
｡右

黒
埼
は
当
時
随
一
の
近
代
測
量
技
術
を
持
っ
て
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りのせ舷が府音別になつ 
まで伝民あ統松鳥労な山考て総帥 
すす継 剌Oり記本題しま争えい図-宙 
°o �+2�のま｣平ガまういるろば名に 

そせたす第唯嶽すになとし山桃実迷 
のてめ｡七一と｡絵ど頭名め不う 
安にこ兆の両をでかがて一山 
華た､の!,=集替稲作病現楽改名 
郡の轟歌｢大嶽いつく在しの 
ので要は鯉城てたなのい古 
間 �,ﾘﾜI<xｵｹ��*�ﾆ�.�,x.�､r�
にな墳墓巡合る図ものの図 
次いを書廻記のはの山でと 
のか歌きり録で､ばをす記 
よととの古書､双かさが録 
う思しで曽あ合方りし､) 
なわてさと古く白でてそ 
歌れ銘ない典判分すいこ 
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え
び
ら
よ
り
櫛
前
鞍
や
猶
み
な
み
風
吹
の
山
の
り

く
ら
が
岳

や
く
L
嶽
鳥
越
が
隷
猶
み
な
み
又
の
り
く
ら
が
練

と
い
ふ
あ
り

鈴
が
隷
平
川
練
や
餓
鬼
が
繍
よ
こ
山
つ
ゞ
さ
け
ん

の
ふ
嶽

ご
ろ
く
操
さ
ら
〈
賊
や
た
ひ
ら
川
面
国
さ
か
ふ

で
鳥
越
え
は
両
替
に
通
じ
､
さ
ら
に
両
群
は
領
界
つ

ま
り
三
園
軽
の
山
に
通
じ
る
か
ら
で
す
｡
し
か
し
こ

れ
は
あ
く
ま
で
も
推
測
で
あ
り
瞳
洲
の
域
を
脱
し
ま

せ
ん
｡現

乗
鞍
岳
か
ら
杓
子
岳
ま
で
の
間
の
山
は
`
古
く

か
ら
入
会
山
と
し
て
埼
界
や
山
名
も
は
っ
き
り
し
な

か
っ
た
よ
う
で
､
今
の
親
ノ
原
か
ら
栂
池
に
か
け
て

の
入
会
山
の
境
界
を
め
ぐ
り
､
千
国
村
と
塩
島

い
ま
し
た
が
､
老
令
の
た
め
後
立
山
避
寒
に
は
登
っ

た
ら
し
く
な
く
､
手
先
の
者
を
し
て
測
量
さ
せ
､
そ

の
結
果
と
当
時
の
山
廻
り
役
か
ら
聞
い
た
山
名
や
絵

図
か
ら
判
断
し
た
山
名
を
結
び
つ
け
た
ら
し
く
､
越

後
で
い
う
天
運
花
が
越
中
で
い
う
上
駒
岳
で
あ
り
､

三
国
現
の
山
で
あ
る
こ
と
が
未
だ
解
ら
ず
こ
の
よ
う

な
結
果
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
｡
し
か
し
氏
の
測

量
術
の
正
確
さ
は
､
そ
の
後
明
治
末
年
に
到
る
ま
で

訂
正
の
余
地
の
な
い
程
立
派
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め

`
山
名
の
誤
り
は
そ
の
ま
1
訂
正
さ
れ
ず
に
づ
っ
と

続
い
て
来
ま
し
た
｡

村
と
が
享
保
の
頃
か
ら
争
い
を
続
け
､
隷
府
の

役
人
が
裁
定
に
来
た
こ
と
は
前
記
｢
信
雁
統
記
｣

に
克
明
に
載
っ
て
お
り
ま
す
｡
そ
し
て
こ
ゝ
は

再
び
文
政
六
年
か
ら
八
年
間
も
争
い
を
続
け
､

よ
う
や
く
文
政
三
重
･
に
至
っ
て
解
決
し
た
の

で
す
か
､
こ
の
訴
訟
書
類
に
添
付
の
絵
図
(
第

三
図
参
照
)
に
両
替
嶽
な
る
山
が
ゲ
バ
法
で
画

か
れ
｢
比
の
辺
越
後
越
中
信
州
の
三
ヶ
国
堺
｣
と

洋
書
さ
し
て
あ
る
所
か
ら
み
て
現
白
馬
岳
と
思

わ
れ
る
の
で
す
が
､
そ
の
隣
り
の
現
大
日
岳
と

思
お
れ
る
山
に
白
馬
岳
な
る
名
前
が
つ
い
て
お

り
､
判
断
に
苦
し
む
も
の
で
す
｡

神
明
岳
､
コ
イ
岳
､
マ
ス
ガ
岳

現
山
名
が
如
何
な
る
吉
名
を
持
っ
て
い
た
か

を
調
べ
出
す
こ
と
は
な
み
大
抵
の
こ
と
で
な
い

こ
と
は
古
文
書
や
絵
図
を
多
く
見
る
程
強
く
感
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第
二
の
観
光
革
命

関
西
晴
男
に
よ
る
ク
t
l
ヨ
ン
の
建
設
計
画
が
発
表

さ
れ
た
と
き
､
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
現
実
性
を
嫌
っ
た

も
の
だ
っ
た
｡
し
か
し
､
世
紀
の
ク
ロ
コ
ン
工
事
は

､
り
っ
ば
に
完
成
さ
れ
'
訪
れ
る
観
光
客
た
ち
は
､

ト
ロ
リ
ー
バ
ス
で
北
ア
ル
プ
ス
の
腹
中
を
通
り
抜
け

る
こ
と
を
､
〃
あ
た
り
ま
え
〃
の
こ
と
の
よ
う
に
感

じ
て
い
る
｡

科
学
と
文
明
の
進
歩
は
､
人
間
の
経
験
に
よ
る
既

成
観
念
を
､
根
底
か
ら
く
つ
か
え
し
て
し
ま
う
｡

い
わ
ゆ
る
立
山
ル
ー
ト
が
`
昭
和
四
十
五
年
頁
に

は
営
業
開
始
を
す
る
こ
と
が
`
現
実
的
に
な
っ
て
き

た
｡
ク
ロ
ヨ
シ
の
偉
大
な
価
値
に
付
加
さ
れ
る
､
こ

の
国
際
的
ス
ケ
ー
ル
の
ル
ー
ト
建
設
計
面
が
発
表
さ

れ
た
と
き
も
ま
た
､
わ
れ
わ
れ
は
､
企
業
と
し
て
の

実
現
性
を
疑
っ
た
も
の
だ
っ
た
｡

タ
ロ
ヨ
ン
の
観
光
開
放
に
刺
激
さ
れ
て
､
大
糸
線

沿
線
(
北
ア
ル
プ
ス
山
麓
)
を
訪
れ
る
観
光
客
は
'

昨
年
度
に
お
い
て
百
四
十
万
人
に
達
し
た
｡
こ
れ
は

､
実
数
で
あ
る
か
ら
､
延
人
員
と
し
て
は
､
実
に
∵

百
万
人
を
越
え
て
い
る
も
の
と
思
あ
れ
る
｡
立
山
ル

ー
ト
の
賞
通
は
､
こ
の
地
方
の
観
光
産
業
に
と
っ
て

第
一
一
の
革
命
と
も
い
わ
れ
る
画
期
的
な
要
素
を
内
般

し
て
い
る
o

国
鉄
の
試
算
に
よ
れ
ば
､
立
山
ル
ー
ト
開
業
の
'

昭
和
四
十
五
年
度
に
お
け
る
大
町
口
か
ら
南
沢
(
の

入
り
込
み
観
光
客
は
､
片
道
七
十
四
万
人
へ
実
数
)

で
､
嗣
和
五
十
年
度
に
は
､
百
二
十
六
万
人
を
想
定

し
て
い
る
.
こ
の
数
字
が
い
か
に
大
き
い
も
の
で
あ

る
か
ば
､
さ
き
の
大
糸
線
全
都
の
観
光
客
と
比
瞭
し

て
み
れ
ば
､
よ
-
b
か
る
た
ろ
う
｡

受
け
入
れ
体
制
が
心
配

立
山
ル
ー
ト
が
開
業
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
､
い
ま

そ
の
対
策
が
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
進
め
ら
れ
て
い
る

た
と
え
は
､
輸
送
､
経
費
､
運
算
制
度
､
冨
-
伝
､
セ

ー
ル
ス
等
が
､
そ
の
重
要
な
分
野
で
あ
る
が
､
こ
れ

ら
の
中
で
い
ち
ば
ん
心
配
さ
れ
る
の
か
`
大
町
市
内

を
中
心
と
す
る
裾
紺
基
地
の
問
題
で
あ
る
｡

こ
の
ル
ー
ト
を
羅
山
し
て
､
大
町
か
ら
冨
山
ま
で

八
十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
､
遊
蝿
標
準
時
間
を
八
時
間

と
し
､
大
都
市
か
ら
の
ア
フ
ロ
ー
チ
を
考
慮
し
た
場

合
､
宿
泊
基
地
は
必
然
的
に
大
町
市
周
辺
に
求
め
ざ

る
を
得
な
い
o

忠

　

邦

　

ダ

　

ム

し
か
し
､
現
時
点
に
お
け
る
収
容
力
､
施
設
等
は

こ
の
膨
大
な
観
光
客
の
足
を
と
め
さ
せ
る
に
は
､
あ

ま
り
に
も
往
訪
す
ぎ
る
の
で
あ
る
｡

大
町
市
と
､
そ
の
周
辺
地
域
が
､
昭
和
四
十
五
年

ま
で
に
､
こ
の
対
策
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
お
く
な
ら

は
､
ほ
と
ん
ど
の
観
光
客
が
大
町
市
な
ど
を
素
通
り

し
て
､
浅
間
や
諏
訪
に
そ
の
拠
点
を
求
め
る
こ
と
に

な
ろ
-
｡

こ
の
許
い
経
験
は
､
す
で
に
昭
和
三
十
九
年
､
タ

ロ
ヨ
シ
が
開
放
さ
れ
て
以
来
こ
ん
に
ら
ま
で
に
､
明

確
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
は
ず
な
の
に
､
ふ
た
た
び
こ

の
〃
あ
や
ま
ち
〃
を
'
く
り
返
そ
う
と
し
て
い
る
こ

と
を
私
は
憂
え
る
｡

こ
れ
ら
の
膨
大
な
観
光
資
源
を
持
ち
､
観
光
革
命

が
起
き
よ
う
と
し
て
い
る
好
機
に
､
地
元
の
人
た
ち

の
緩
混
な
反
応
に
比
べ
て
､
他
の
観
光
地
の
ほ
う
が

タ
ロ
ヨ
ン
や
､
立
山
ル
ー
ト
を
大
い
に
活
用
し
よ

ぅ
と
す
る
意
欲
が
み
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
｡

す
ぼ
ら
し
い
計
画
-
針
ノ
木
自
然
園

最
近
､
｢
自
然
と
そ
の
保
護
｣
の
問
題
が
大
き
く
注

目
さ
れ
て
い
る
｡
我
が
国
の
風
土
の
中
で
も
､
特
に

す
ぐ
れ
た
景
観
を
持
つ
長
野
県
に
お
い
て
は
∵
｣
れ

は
巌
も
董
要
な
課
題
と
い
え
よ
う
｡

い
つ
も
い
う
こ
と
だ
が
､
こ
の
新
し
い
時
代
の
要

請
に
先
駆
け
て
､
大
町
市
が
い
ち
早
-
山
岳
博
物
館

を
創
設
し
､
い
-
多
の
困
難
な
状
況
の
過
種
の
中
で

÷
し
ん
に
ち
ま
で
こ
れ
を
維
持
し
て
き
た
そ
の
英
知

に
対
し
て
私
は
敬
意
を
表
す
る
｡
提
言
す
れ
ば
､
大

町
市
が
そ
の
美
し
い
郷
土
の
自
然
を
正
し
く
､
強
く

現
代
社
会
に
対
し
て
､
具
体
的
に
ア
ピ
ー
ル
で
き
る

も
の
は
､
山
岳
博
物
館
以
外
に
は
､
こ
の
地
域
に
は

見
当
ら
な
い
と
い
え
る
｡

そ
れ
は
現
代
に
お
け
る
日
本
人
が
守
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
｢
自
然
｣
を
大
町
市
民
が
そ
の
負
担
に
お
い

て
守
り
続
け
て
き
た
の
だ
と
私
は
考
え
て
い
る
｡

昭
和
三
十
四
年
に
､
こ
の
博
物
館
が
編
集
し
た
｢

針
ノ
木
審
･
自
然
と
そ
の
保
護
｣
は
､
立
山
ル
ー
ト

が
貫
通
し
ょ
う
と
し
て
い
る
現
在
に
お
い
て
､
貴
重

な
土
地
利
用
計
画
資
料
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
｡

こ
の
基
礎
調
査
は
､
羽
田
健
三
信
大
助
教
授
た
ち
が

長
い
間
主
張
し
て
き
た
｢
針
ノ
木
自
然
園
｣
建
設
へ
の

ス
テ
ッ
プ
と
な
る
も
の
で
あ
る
｡

｢
針
ノ
木
自
然
囲
｣
こ
そ
は
､
や
が
て
黒
部
や
立
山

へ
殺
到
す
る
'
都
会
か
ら
〝
の
が
れ
た
〃
多
く
の
観

光
客
に
､
自
然
の
持
つ
真
実
を
教
え
､
人
間
と
自
然

の
融
合
を
図
ろ
う
と
す
る
`
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
る
｡

こ
の
建
設
へ
の
原
動
力
は
､
大
町
山
岳
博
物
館
の
長

い
歴
史
の
中
に
た
く
わ
え
ら
れ
た
､
そ
の
知
誰
と
､

経
験
以
外
に
な
い
と
い
う
こ
と
を
白
厳
す
､
へ
ぎ
で
あ

ろ
ふ
ノ
｡

n
長
野
鉄
道
管
理
局
市
場
調
査
室
長
】

お
願
い
　
｢
山
と
博
物
館
｣
の
購
読
者
を
つ
の
っ

て
お
り
ま
す
｡
年
間
三
〇
〇
円
(
送
料
共
)
大
町

山
岳
博
物
館
宛
お
送
り
下
さ
い
｡
(
切
手
は
不

可
)
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