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子

ど

も

と

自

然

　

　

一

蟻
が
東
京
で
は
二
円
す
る
と
い
う
話
を
き
い
だ
｡

東
京
の
ま
ん
中
に
は
舷
が
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
｡
子

ど
も
に
は
蟻
を
見
た
こ
と
も
な
い
も
の
が
い
る
｡
東

京
に
は
い
わ
ゆ
る
自
然
が
な
く
な
っ
て
き
た
｡
し
た

が
っ
て
東
京
の
子
ど
も
は
自
然
か
ら
は
遠
く
隔
離
さ

れ
た
気
の
誘
な
環
瞳
に
お
か
れ
て
い
る
｡
折
代
文
明

･
機
械
文
明
の
き
せ
い
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

そ
れ
を
考
え
る
と
遠
く
東
京
と
は
な
れ
た
山
国
と
は

い
え
､
信
州
の
子
ど
も
は
大
き
な
自
然
の
中
に
新
鮮

な
空
気
を
吸
っ
て
公
害
の
騒
ぎ
も
な
く
伸
び
伸
び
と

育
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
よ
う
｡
こ
れ
が
一

生
の
こ
と
と
な
る
と
一
寸
考
え
さ
せ
ら
れ
る
問
題
も

そ
こ
に
頭
を
も
た
げ
て
-
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら

な
い
o私

の
幼
い
頃
､
少
年
時
代
を
懐
古
す
る
と
私
た
ち

は
む
し
ろ
自
然
の
中
の
子
ど
も
た
ち
と
い
っ
て
も
い

い
だ
ろ
う
｡
眼
が
さ
め
る
か
ら
夜
､
床
に
つ
く
ま
で

自
然
の
中
に
生
活
し
て
大
き
く
な
っ
た
と
い
っ
て
も

い
い
す
ぎ
で
は
な
か
ろ
う
｡
自
然
の
中
に
は
子
ど
も

た
ち
の
友
た
ち
が
数
限
り
な
く
年
間
を
通
じ
て
提
供

さ
れ
て
い
た
｡
花
が
開
け
ば
花
に
た
わ
む
れ
､
鳥
が

歌
え
ば
共
に
歌
い
山
に
野
に
原
に
水
に
到
る
と
こ
ろ

に
子
ど
も
の
た
の
し
い
く
ら
し
が
あ
っ
た
｡
れ
ん
げ

草
の
花
田
は
運
動
場
と
な
る
｡
さ
や
え
ん
ど
う
の
き

ゃ
が
､
麦
の
茎
が
笛
と
な
る
｡
よ
し
き
り
の
巣
を
探

し
､
夏
が
来
れ
ば
水
遊
び
が
始
ま
り
､
魚
と
り
の
た

の
し
さ
も
嫌
い
'
山
の
木
の
技
に
は
遊
び
場
が
つ
く

[
ら
れ
る
｡
秋
は
秋
で
､
冬
は
冬
で
自
然
へ
の
親
し
み

i
は
深
い
｡
そ
の
間
に
子
ど
も
た
ち
は
常
に
自
然
の
ふ

…
と
こ
ろ
の
中
で
自
然
の
生
命
や
神
秘
性
の
サ
ム
シ
ソ

グ
に
ふ
れ
て
い
く
｡
こ
う
し
て
子
ど
も
た
ち
は
そ
の

純
粋
性
と
素
朴
性
を
保
ち
な
が
ら
､
自
然
と
人
間
の

関
係
を
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
感
得
し
っ
ゝ
､
人

一
間
性
を
豊
か
に
す
る
根
連
を
培
っ
て
き
た
｡
子
ど
も

i
続
擢
鋪
f
r
.
敗
壷
雑
鷺
磐
薬
靴

i
婆
の
石
に
頭
で
っ
か
ち
に
な
り
た
が
る
子
ど
も
だ

…
ち
に
自
然
性
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
を
病
態
す
る
｡
学

一
校
も
山
博
の
よ
う
な
社
会
教
育
機
関
も
､
そ
し
て
家

蒜
講
評
能
,
.
請
;
諜
窺
隷
醜
乱

i

ぁ

る

o
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議

書

長
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後

立

山

連

峯

を

中

心

と

し

　

て

-

-

長

　

　

　

沢

戟

㈲
古
山
名
に
つ
い
て

㈹
宙
に
迷
う
山
名
(
二
)

神
明
店
'
コ
イ
岳
､
マ
ス
ガ
面
(
承
前
)

古
い
絵
図
に
載
っ
て
い
な
か
ら
､
ど
う
し
て
も
現

在
の
山
と
結
び
つ
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
､
こ
の
三

つ
の
山
に
つ
い
て
'

神
明
南
は
①
｢
信
濃
園
絵
図
｣
(
一
八
〇
〇
年
代

)
②
｢
長
野
県
徳
内
図
｣
(
一
八
七
八
年
)
⑤
｢
信
濃
地

名
考
｣
(
一
七
七
〇
年
)
④
｢
信
濃
村
名
尽
｣
(
一
八
七
五

午
)
⑤
｢
信
濃
国
合
図
｣
そ
の
他
に
､
そ
れ
ぐ
教
少

な
い
山
の
一
つ
と
し
て
ち
ゃ
ん
と
大
町
の
西
高
瀬
川

入
り
の
奥
山
の
位
置
に
載
っ
て
い
ま
す
｡

し
か
し
①
と
⑤
で
は
屏
風
再
と
烏
帽
子
の
間
に
､
⑪

で
は
有
明
山
と
烏
帽
子
の
問
に
､
④
で
は
高
潮
川
入

り
で
五
六
(
現
爺
岳
)
と
ガ
キ
麻
の
問
に
④
で
は
有
明

山
と
穂
高
岳
の
間
に
あ
る
よ
う
に
そ
れ
ぐ
絵
が
画

か
れ
て
お
り
ま
す
が
､
現
在
の
ど
の
山
に
当
る
の
か

は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
｡
或
い
は
明
和
岳
の
こ
と
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
､
明
神
宙
は
古
く
か
ら

御
弊
岳
と
呼
ば
れ
て
い
る
特
徴
の
あ
る
山
で
す
の
で

困
っ
て
し
ま
い
ま
す
｡

F
P
 
I
'
'
.
･
　
次
に
マ
ス
ガ
面
な
る
山
名
は
､
前
記
の
①
と
⑤
の

∵
　
絵
図
に
載
っ
て
お
り
､
ケ
ン
ノ
フ
盾
と
セ
イ
ク
ラ
､
､
へ

韓
鷺
胴
諾
師
謹
書
緯
油
講
評
舶

～

(

γ
　
)
　
全
く
見
当
の
つ
か
な
い
山
で
す
｡

4
回
B
信
服
厨
全
山
　
(
霊
:
.
令
)

③

不

帰

岳

富
山
側
の
絵
図
を
見
て
も
は
っ
き
り
し
な
い
部
分

が
ニ
ー
三
ヶ
所
あ
り
ま
す
｡
そ
の
一
つ
は
不
帰
宙
で

元
線
二
二
年
(
一
七
U
〇
年
)
の
一
頭
山
御
境
目
見
地
絵

図
で
は
こ
の
山
は
鑓
ケ
紋
の
南
の
団
塊
稜
線
上
の
山

の
よ
う
に
画
か
れ
､
現
在
金
沢
靖
立
図
書
館
に
依
存

さ
れ
て
い
る
江
戸
時
代
の
新
川
郡
閑
で
は
､
鎗
ケ
獄

の
南
に
今
の
天
狗
岳
か
中
背
尾
根
と
思
わ
れ
る
位
置

に
画
か
れ
て
い
ま
す
が
天
保
六
年
の
石
黒
氏
の
三
州

ク
が
移
っ
て
き
､
現
在
で
は
不
帰
串
の
名
は
こ
の
祖

母
谷
温
泉
の
近
く
の
山
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
次
第
で

､
不
帰
岳
は
信
越
国
撞
線
の
山
か
ら
年
と
共
に
後
過

し
へ
最
後
は
黒
部
川
近
く
の
山
に
落
ち
つ
い
た
わ
け

で
､
全
-
尻
の
落
ち
つ
か
な
い
山
で
し
た
｡

④
錫
杖
岳
と
上
犬
ケ
岳

次
に
は
っ
き
り
し
な
い
所
は
現
天
狗
岳
か
ら
南
へ

大
黒
岳
ま
で
の
間
で
､
錫
杖
岳
な
る
山
名
が
絵
図
に

表
わ
れ
る
の
は
宇
和
二
年
(
一
八
〇
二
年
)
の
奥
山
御

境
目
見
通
山
成
川
城
絵
図
以
後
だ
そ
う
で
(
注
2
)

そ
れ
か
ら
二
十
年
後
の
前
記
三
州
測
図
を
見
る
と
大

建
花
(
現
鎚
ケ
岳
)
か
ら
一
里
南
に
錫
杖
練
､
そ
し
て

上
犬
ケ
市
が
あ
っ
て
赤
黒
ケ
寓
(
現
大
黒
岳
)
と
な
っ

て
お
り
ま
す
が
､
錫
杖
岳
と
は
今
の
天
狗
岳
を
い
う

の
か
､
或
い
は
不
帰
の
蛾
を
い
う
の
か
､
又
上
犬
ケ

岳
は
不
偏
の
蝦
を
指
す
の
か
或
い
は
庸
松
島
を
指
す

の
か
つ
ま
び
ら
か
で
あ
り
ま
せ
ん
｡

⑪

針

ノ

木

岳

第
三
に
大
き
な
疑
問
の
山
は
針
の
大
店
で
す
｡
古

図
を
あ
さ
る
と
天
明
年
間
(
一
七
八
一
～
八
九
)
に
富

永
十
左
術
門
が
作
製
し
た
と
い
う
｢
新
川
邪
地
理
図

｣
に
数
少
な
い
国
境
稜
線
上
の
山
の
一
つ
と
し
て
鉦

ノ
木
岳
が
既
に
載
っ
て
い
ま
す
｡
(
第
二
表
参
照
)

し
か
し
､
こ
の
山
は
針
ノ
木
崎
よ
り
南
の
山
で
あ
り

､
さ
ら
に
､
文
政
五
年
の
石
黒
信
山
の
｢
新
川
那
立

山
之
御
細
山
之
図
｣
に
お
い
て
南
､
北
針
ノ
木
岳
の

名
前
が
現
れ
､
以
後
周
治
ま
で
こ
の
山
名
が
続
く
お

け
で
す
が
､
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
現
針
ノ
木
崎
よ
り

南
の
市
沢
盾
又
は
烏
帽
子
店
ま
で
の
間
の
位
陸
に
向

か
れ
て
い
ま
す
が
､
蓮
華
､
船
被
､
不
動
の
三
つ
の

山
の
い
ず
れ
を
指
す
の
か
､
絵
図
で
は
ど
う
し
て
も

判
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
で
す
｡

B
　
地
域
に
よ
る
呼
稀
の
相
違

山
名
の
命
名
に
当
っ
て
は
一
定
の
法
則
や
規
定
は

の
で
短
時
間
の
中
に
相
互
に
交
流
し
合
い
､
同
化
し

共
通
の
山
名
と
な
っ
て
受
け
つ
か
れ
る
の
で
す
が
､

北
ア
ル
プ
ス
の
よ
う
な
特
殊
地
域
の
場
合
は
､
山
脈

の
反
対
側
で
生
ま
れ
た
山
名
は
お
互
に
交
流
し
､
同

化
し
共
通
の
名
前
と
な
る
機
会
も
無
い
ま
1
明
治
末

年
頃
迄
そ
れ
ぐ
の
地
域
固
有
の
名
称
と
し
て
､
そ

の
小
さ
な
社
会
の
中
の
み
に
お
い
て
牛
存
し
､
生
き

残
っ
て
く
る
わ
け
で
､
従
っ
て
一
つ
の
山
が
富
山
､

新
潟
､
長
野
三
原
に
お
い
て
'
三
者
三
様
の
呼
称
で

呼
ば
れ
て
来
た
わ
け
で
､
そ
れ
-
ぐ
の
山
が
各
地
域

に
お
い
て
ど
ん
な
名
前
で
呼
ば
れ
て
い
た
か
は
第
二

表
の
通
り
で
す
｡

こ
の
裏
を
見
る
時
､
一
つ
の
山
が
三
原
共
通
の
名

前
を
括
っ
て
い
る
も
の
ほ
ほ
ん
の
二
圭
一
に
す
ぎ
ず

大
部
分
の
も
の
は
全
-
無
関
係
な
名
前
で
あ
る
こ
と

又
総
体
的
に
み
て
命
名
に
つ
い
て
の
傾
向
は
･
新
潟

､
長
野
の
場
合
は
山
容
､
地
形
､
現
象
的
な
命
名
が

多
い
の
に
対
し
'
富
山
側
の
命
名
は
宗
教
的
､
博
物

的
な
命
名
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
｡

次
に
､
地
域
よ
る
呼
び
名
の
相
違
は
∵
｣
う
し
た

山
脈
の
裏
表
と
い
っ
た
大
き
な
地
域
差
に
よ
る
他
･

同
一
那
珂
で
も
地
区
に
よ
り
同
一
の
山
を
違
う
愛
称

で
呼
ん
で
い
た
例
が
あ
り
､
錯
誤
や
紛
争
の
蛙
に
な

っ
て
お
り
ま
す
｡

舵
島
槍
は
明
治
の
頃
一
般
に
は
脱
島
寓
と
呼
ん
で

い
ま
し
た
が
､
平
村
の
一
部
や
大
町
辺
で
は
､
春
季

そ
の
東
増
に
雪
の
消
え
た
岩
肌
か
鶴
の
雪
形
を
作
る

と
こ
ろ
か
ら
鵠
ケ
岳
(
峯
)
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
し

北
城
方
面
で
は
苦
境
へ
又
平
材
野
口
,
過
)
で
は
姥
島
槍

と
呼
ん
で
い
ま
し
た
(
注
2
)
ま
た
文
政
の
頃
今
の

白
庶
出
を
北
敬
方
面
で
は
面
か
へ
の
高
と
い
1
南
小

谷
方
面
で
は
白
馬
岳
`
薬
師
盾
と
い
う
山
は
北
城
万

両
で
は
今
の
的
千
舟
を
､
南
小
谷
方
面
で
は
今
の
大

日
岳
を
そ
う
呼
ん
で
い
た
記
録
が
残
っ
て
お
り
ま
す
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新座馳鋼.雌和綱(mh.a)腰部

請物情と山

(
需
五
図
参
照
)

C
時
代
に
よ
り
呼
称
の
変
っ
た
山

｢
言
墓
は
生
き
て
い
る
｣
と
言
わ
れ
主
-
が
､
山
の

名
車
も
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
長
い
年
月
の
問
に
､
呼
称

か
変
っ
っ
た
り
､
背
呼
ん
で
い
た
名
前
が
隣
の
山
へ

移
っ
た
り
･
又
名
付
け
た
頃
と
は
呼
び
名
の
し
め
る

笛
面
か
変
っ
た
り
し
て
い
ま
す
｡
こ
れ
ら
の
う
ち
旭

丘
川
と
鑓
ケ
軒
や
不
帰
岳
に
つ
い
て
は
そ
の
い
き
さ
つ

に
つ
い
て
既
に
述
べ
た
踊
り
で
す
｡

作

動

　

日

　

長

雷
同
側
の
古
絵
図
を
み
る
と
'
一
様
に
現
朝
日
塙

と
思
わ
れ
ろ
国
境
稜
線
の
山
が
ゑ
ぶ
り
岳
と
な
っ
て

い
ま
す
o
と
こ
ろ
が
現
在
の
恵
振
岳
は
国
境
主
稜
か

ら
派
生
す
る
い
わ
ゆ
る
恵
振
尾
根
の
中
間
､
朝
日
小

屋
の
西
の
一
小
寒
に
そ
の
名
が
付
け
ら
れ
て
い
､
現

在
朝
日
小
屋
の
あ
る
平
も
､
晋
は
恵
振
平
と
い
っ
て

い
た
も
の
か
今
は
朝
日
平
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
｡

㈲
雪
倉
岳
と
鉢
ケ
岳

こ
の
二
つ
の
山
は
吉
岡
を
み
る
と
ど
れ
も
現
在
の

山
名
と
は
反
対
の
名
前
が
つ
い
て
い
ま
す
｡
つ
ま
り

今
の
平
倉
盾
か
鉢
ケ
岳
で
､
鉢
ケ
岳
が
雪
倉
岳
だ
っ

た
の
か
､
い
つ
の
閏
に
か
入
れ
変
っ
て
し
ま
っ
た
わ

け
で
す
｡

㈹
乗
　
鞍
　
岳

乗
鞍
盾
と
呼
ば
れ
る
山
は
､
い
ず
れ
も
双
嬰
型
の

山
容
を
し
､
中
央
に
鞍
部
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
す

私
は
白
馬
大
池
の
勝
り
に
あ
る
の
っ
ぺ
り
し
た
山
を

ど
う
し
て
乗
鞍
岳
と
い
う
の
か
と
疑
問
を
持
っ
て
い

た
の
で
す
が
､
た
ま
た
ま
古
絵
図
を
見
て
疑
い
が
解

け
ま
し
た
o
絵
図
を
見
る
と
(
第
五
図
参
照
)
昔
`

乗
接
宙
と
呼
ん
で
い
た
山
は
現
在
よ
り
も
は
る
か
に

大
き
な
も
の
で
･
天
狗
岳
を
中
央
に
西
は
今
の
乗
鞍

岳
か
ら
葉
は
一
九
九
〇
㍍
の
三
角
点
の
あ
る
山
の
神

山
一
帯
ま
で
を
含
め
た
広
大
な
地
域
を
呼
び
､
今
の

乗
鞍
一
柾
を
乗
鞍
の
前
輪
､
山
の
神
一
帯
を
後
輪
と
呼

ん
で
い
ま
し
た
｡

6
大
　
日
　
岳

こ
の
山
は
地
元
で
は
文
政
七
-
八
年
頃
､
白
馬
岳

又
は
薬
師
岳
と
呼
ん
で
い
た
記
録
が
あ
る
こ
と
は
前

に
述
べ
た
通
り
で
､
代
か
き
馬
の
雪
形
の
一
つ
は
こ

｡
穴
夕
子

五
島
驚
ル
閃

全
盲
霜
名
静

A
衆
塘
旅

代
馬
｣
な
る
文
字
は
発
見
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
が
そ
れ
〆
反
対
に
｢
t
f
馬
｣
な
る
文

字
は
文
政
七
年
へ
一
八
一
同
年
)
以
後
数

ヶ
所
の
記
録
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た

こ
の
山
の
場
合
は
訓
読
み
が
喜
読
み
に

呼
び
方
が
変
っ
た
と
み
る
べ
き
で
､
叩
治

二
C
-
叩
C
年
代
に
こ
の
山
か
･
S
新
発
見

さ
れ
ま
し
た
高
向
種
物
は
､
シ
ロ
ウ
マ
ア

サ

ツ

キ

､

ソ

ロ

ウ

マ

ナ

ズ

ナ

､

ソ

ロ

ウ

マ

チ
･
i
u
な
'
+
･
皆
シ
ロ
ロ
マ
の
名
前
が
付
い

て
い
ま
す
が
､
今
で
は
ハ
ク
六
と
一
口
ら
人

が
多
く
､
地
元
で
さ
え
五
平
浮
尻
を
.
ハ
ジ

リ
と
呼
び
､
村
名
も
ハ
ク
バ
と
な
っ
ィ
.
し

ま
い
ま
し
た
｡

0
天
　
狗
　
岳

富
山
側
で
は
一
､
八
〇
〇
年
の
初
め
頃

ま
で
は
今
の
天
狗
岳
の
辺
訂
不
帰
再
と
言

っ
て
い
た
こ
と
は
前
に
述
べ
た
通
り
で
す

天
狗
岳
と
い
う
名
前
が
信
州
個
の
記
録
に

現
れ
る
の
は
一
八
八
〇
年
頃
か
ら
で
(
注

4
)
文
政
八
年
(
一
八
一
五
年
)
の
地
元

の
絵
図
で
は
､
エ
ホ
シ
獄
と
呼
ん
で
い
ま

す
｡
又
富
山
側
の
一
部
の
絵
図
を
見
る
と

江
戸
時
代
の
一
時
期
新
川
郡
の
一
部
で

は
こ
の
山
を
小
二
チ
リ
岳
と
か
松
川
宙
と

呼
ん
で
い
た
こ
と
が
解
り
ま
す
｡

㈲

針

　

の

　

木

　

岳

信
州
側
で
は
現
針
ノ
木
盾
か
ら
爺
ケ
岳
ま
で
の
間

の
山
を
総
称
し
て
､
古
く
か
ら
ス
バ
リ
又
は
舛
風
と

よ
ぴ
､
現
針
ノ
木
岳
に
つ
い
て
は
胱
絆
の
顕
と
よ
ん

で
お
り
ま
し
た
｡
富
山
側
で
も
長
い
間
こ
の
地
域
に

対
し
て
は
名
前
が
な
か
っ
た
よ
う
で
す
｡
た
だ
文
政

二
年
の
｢
加
越
能
三
州
測
量
図
籍
｣
以
後
の
絵
図
に
は

現
針
ノ
木
曜
の
近
く
山
と
し
て
｢
地
蔵
出
｣
と
い
う
山

が
で
て
ざ
ま
す
が
､
国
境
稜
線
の
大
山
と
い
う
程
の

山
の
よ
う
に
は
圃
い
て
あ
り
ま
せ
ん
｡
針
の
木
岳
と

い
う
名
前
は
､
明
治
四
三
年
こ
ゝ
を
縦
走
し
た
中
村

清
太
郎
氏
一
行
に
よ
っ
て
命
名
さ
れ
た
も
の
で
す
｡

富
山
側
の
古
絵
図
を
見
る
と
､
宰
相
か
ら
文
化
年
代

の
頃
の
も
の
は
一
様
に
､
針
ノ
木
崎
の
前
部
の
山
の

総
称
と
し
て
針
ノ
木
島
の
名
前
を
見
`
さ
ら
に
時
代

が
下
っ
て
く
る
と
商
､
北
針
ノ
木
岳
の
名
前
が
現
れ

て
来
ま
す
が
､
こ
れ
ら
の
山
は
い
ず
れ
も
現
蓮
華
岳

か
ら
不
動
寓
の
あ
た
り
の
位
瞳
に
画
か
れ
て
い
る
も

の
の
今
の
と
の
山
に
該
当
す
る
か
は
っ
き
り
し
ま
せ

ん

｡

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

山

階

調

査

員

)

注
3
　
｢
後
立
山
連
巷
談
断
記
｣
三
花
成
之
介
､
中
村
清
太
郎
､
辻

本
涌
九
､
山
岳
六
年
一
号
､
明
治
四
四
年
七
月

注
4
｢
信
服
地
誌
掲
字
引
｣
森
田
浦
編
集
`
明
治
十
三
年
三
月

の
山
の
東
端
の
､
大
池
へ
下
る
肩
の
処
と
､
も
う
一

つ
は
こ
の
山
と
現
白
馬
岳
と
の
鞍
部
に
現
れ
る
の
で

或
い
は
こ
の
山
が
苗
の
人
の
言
っ
た
代
馬
だ
っ
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ご
｣
の
山
が
大
日
岳
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
､
一
八
〇
一
年
'
こ
の
山
頂
に

大
日
如
来
の
石
像
が
桐
ら
れ
て
か
ら
の
こ
と
で
､
少

な
く
と
も
一
八
三
〇
年
以
後
で
す
｡

㈹
白
　
馬
　
岳

現
在
一
般
に
は
｢
代
か
き
馬
の
雪
形
の
現
れ
る
山

代
馬
が
本
当
で
､
古
く
か
ら
シ
ロ
ウ
マ
と
呼
ば
れ
て

い
た
が
､
陸
測
部
五
万
分
の
一
地
図
幾
作
に
当
り
､

白
馬
と
宛
字
さ
れ
そ
れ
で
今
で
は
ハ
ク
バ
と
言
う
人

が
多
く
な
っ
た
｣
と
さ
れ
て
い
ま
す
｡
し
か
し
私
の

調
べ
た
範
囲
で
は
ど
の
古
文
書
､
古
絵
図
か
ら
も
｢

㈹
鹿
島
槍
と
布
引
岳

舵
島
槍
ヶ
岳
は
富
山
側
で
は
古
く
か
ら
後
r
I
 
'
山
と

よ
ん
で
い
ま
し
た
が
､
信
州
側
で
は
第
二
表
に
見
る

よ
う
に
､
時
代
に
ょ
り
い
ろ
-
な
名
前
で
よ
は
れ

ま
し
た
｡
そ
の
中
で
一
番
古
く
か
ら
よ
ば
れ
､
長
く

続
い
た
名
前
は
ケ
ン
ノ
フ
岳
で
し
た
｡
又
こ
の
山
の

南
馨
か
ら
布
引
岳
に
か
け
て
は
､
ゆ
る
い
カ
ー
.
フ
を

向
い
て
い
る
の
で
南
窪
を
乗
鞍
岳
と
い
っ
た
時
期
が

あ
り
･
南
峯
の
東
面
岩
壁
か
ら
南
の
稜
線
に
か
け
て

･
晩
春
白
布
を
引
掛
け
た
よ
う
に
残
雪
が
溝
に
残
る

の
で
､
古
-
か
ら
こ
1
を
布
引
と
よ
ん
で
お
り
ま
し

た
が
､
五
万
分
の
一
地
図
鍵
作
の
折
÷
｣
の
山
名
は

ず
っ
と
南
の
稜
線
上
の
小
峯
に
与
え
ら
れ
て
し
ま
っ

た
の
で
す
｡

博
物
舘
だ
よ
り

雷
鳥
の
人
工
飼
育

昨
年
度
ま
で
低
地
の
博
物
館
で
行
な
っ
た
ラ
イ
チ

ョ
ウ
の
人
工
飼
育
は
､
本
年
度
は
北
ア
ル
プ
ス
爺
ガ

岳
(
二
六
六
九
㍍
)
種
池
小
屋
付
近
で
行
な
っ
て
い

る
｡

メ
ス
親
､
ヒ
ナ
を
飼
育
舎
に
収
容
し
て
人
工
餌
で

飼
育
す
る
方
法
で
行
な
っ
て
お
り
､
現
在
順
調
に
進

行
し
て
い
る
｡
低
地
の
気
温
が
低
く
な
る
9
月
中
-

下
旬
に
は
低
地
の
博
物
館
に
移
動
す
る
予
定
で
あ
る
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山

　

窓
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･

j
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j
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J

j

も

j

′

～

l
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.
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ヽ

j

t
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J

､

ノ

〝

､

ヽ

l

･

J
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J

ヽ
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･
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ヽ

ノ

〝

､

ヽ

l
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～

･

モ

ノ

(

､
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●

～

I

J
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上

　

　

条

　

　

為

　

　

人

｢
上
蔀
地
行
き
の
.
ハ
ス
は
ど
こ
か
ら
出
ま
す
か
｡
｣

猿
山
姿
も
り
り
し
い
若
い
一
人
の
女
性
が
窓
口
に

顔
を
出
す
｡

｢
こ
こ
か
ら
は
出
ま
せ
ん
よ
｡
｣

｢
ア
ラ
､
こ
こ
は
終
点
じ
ゃ
な
い
で
す
か
｡
何
で

も
松
本
で
乗
り
か
え
て
終
点
で
下
車
し
て
‥
ハ
ス
に

乗
れ
ば
よ
い
と
聞
い
て
来
た
ん
で
す
が
｡
｣

い
ろ
い
ろ
尋
ね
て
み
る
と
､
島
々
線
に
乗
り
間
違

え
て
､
大
町
で
降
ろ
さ
れ
た
ら
し
い
｡
き
b
め
て
威

甥
よ
く
話
し
て
い
る
が
､
そ
れ
に
し
て
も
の
ん
び
り

し
て
い
る
｡
電
車
か
ら
降
り
て
窓
口
へ
来
る
ま
で
､

島
々
か
大
町
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
と
は
｡

｢
困
っ
た
わ
｡
ど
う
し
よ
う
か
し
ら
｡
｣

困
る
の
は
こ
ち
ら
で
あ
る
｡
接
続
の
時
間
を
調
べ

て
や
り
､
合
間
に
山
岳
博
物
館
の
見
学
を
す
ゝ
め
て

引
き
返
し
て
も
ら
う
｡

そ
う
か
と
思
う
と
､

｢
雪
渓
を
登
る
に
は
ア
イ
ゼ
ン
が
必
要
で
し
ょ
う

ね
.
お
備
り
す
る
の
は
あ
り
ま
せ
ん
か
｡
｣

｢
黒
四
ダ
ム
か
ら
尾
根
伝
い
に
､
八
方
尾
根
へ
回

る
適
は
あ
り
ま
せ
ん
か
｡
｣

｢
黒
園
ダ
ム
か
ら
下
廊
下
を
通
っ
て
宇
奈
月
へ
出

た
い
ん
で
す
が
｡
｣

な
ど
と
い
う
ハ
イ
キ
ン
グ
姿
の
女
性
や
若
者
が
闘

い
か
け
る
｡

｢
車
っ
か
く
黒
四
ダ
ム
ま
で
来
た
つ
い
で
に
､
立

山
へ
士
っ
て
富
山
へ
抜
け
た
い
ん
で
す
が
｡
｣

と
､
真
面
目
に
質
問
す
る
申
年
の
女
性
が
あ
る
｡

ピ
ク
ニ
ッ
ク
か
遠
足
の
つ
も
り
で
無
計
画
に
窓
口

に
来
た
り
'
地
図
や
行
程
表
だ
け
を
頼
り
に
計
画
を

た
て
た
り
す
る
の
ん
び
り
ム
ー
ド
は
`
山
登
り
の
現

場
に
も
表
れ
て
い
る
と
い
う
｡
す
な
わ
ち
充
分
な
準

備
や
装
備
も
な
し
に
難
コ
ー
ス
を
気
楽
に
選
ん
だ
り

､
落
石
の
最
も
激
し
い
場
所
に
腰
を
下
し
て
悠
々
と

弁
当
を
ひ
ろ
げ
て
食
べ
て
い
た
り
､
ビ
ニ
ー
ル
を
尻

に
敷
い
て
雪
渓
を
滑
り
陥
り
た
り
､
数
セ
ン
チ
の
薄

さ
に
と
け
て
い
る
雪
渓
の
上
を
平
然
と
夢
い
た
り
､

は
い
松
地
帯
を
越
え
て
近
道
し
た
り
､
写
真
を
耽
る

た
め
に
案
内
標
の
向
き
を
変
え
た
り
､
思
わ
ず
ハ
ラ

ハ
ラ
す
る
遭
難
一
夢
手
前
と
い
っ
た
事
例
が
無
数
に

あ
る
と
は
､
山
案
内
人
の
託
で
あ
る
.
こ
れ
は
､
ハ

イ
ヒ
ー
ル
で
乗
鞍
山
頂
を
散
策
し
､
八
万
尾
根
に
遊

び
､
秘
躾
黒
部
の
探
勝
が
数
博
聞
で
で
き
る
安
易
さ

が
生
ん
だ
ム
ー
ド
で
あ
ろ
う
か
｡

勿
論
､
綿
蒋
な
計
画
と
細
心
の
洋
憲
や
慎
重
な
行

動
に
も
と
づ
く
､
登
山
相
談
所
の
利
用
も
盛
ん
で
あ

る
が
､
観
光
の
窓
口
か
ら
見
る
限
り
､
山
登
り
の
大

衆
化
と
､
安
易
に
レ
ジ
ャ
ー
を
楽
し
も
う
と
す
る
傾

向
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
｡

ス
イ
ス
の
例
を
と
る
ま
で
も
な
-
､
ア
ル
プ
ス
の

大
自
然
が
何
人
に
も
開
放
さ
れ
る
こ
と
は
絡
椛
な
こ

と
で
あ
る
｡
黒
四
ダ
ム
か
ら
冨
山
へ
抜
け
た
い
と
の

中
年
婦
人
の
願
聖
も
､
い
よ
〈
明
後
年
か
ら
実
現

さ
れ
る
段
階
を
迎
え
て
い
る
｡

す
な
わ
ち
､
ダ
ム
左
樟
駅
か
ら
新
丸
同
駅
に
登
る

八
二
八
㍍
の
地
下
ケ
ー
ブ
ル
の
ト
ン
ネ
ル
は
既
に
賞

通
し
､
巻
正
を
待
っ
て
､
単
車
二
二
一
人
乗
り
連
結

車
九
一
人
乗
り
の
単
線
釣
瓶
式
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
の
運

転
は
､
明
年
八
月
か
ら
嗣
鮪
さ
れ
る
と
い
う
｡
こ
う

な
れ
ば
､
立
山
の
中
腹
か
ら
の
雄
大
な
寮
観
の
脹
裳

は
､
人
々
の
心
を
魅
了
す
る
で
あ
ろ
う
｡

つ
づ
い
て
､
新
丸
田
駅
と
二
の
沢
駅
の
問
に
は
､

一
七
〇
二
㍍
に
及
ぶ
支
柱
な
し
の
大
ロ
ー
プ
ウ
ェ
ー

が
架
せ
ら
れ
'
七
一
人
乗
り
の
ゴ
ン
ド
ラ
が
上
下
す

る
こ
と
に
な
る
｡

更
に
､
二
の
沢
駅
か
ら
室
堂
タ
-
･
･
､
ナ
ル
に
至
る

三
五
一
九
㍍
の
立
山
ト
ン
ネ
ル
は
､
立
山
の
直
下
を

貫
通
し
て
､
七
二
人
乗
り
の
専
用
バ
ス
八
両
が
走
る

と
い
う
わ
け
で
あ
る
｡
現
在
立
山
ト
ン
ネ
ル
は
､
三

ヶ
所
の
破
砕
帯
を
突
破
し
つ
ゝ
'
二
の
沢
側
か
ら
間

組
が
､
窒
堂
側
か
ら
前
田
組
が
お
の
I
＼
掘
削
工
轟

に
当
り
､
本
年
度
中
に
貫
通
さ
せ
た
上
`
コ
ン
ク
リ

ー
ト
巻
立
て
を
す
ま
せ
て
､
明
後
年
に
は
年
間
八
ケ

月
間
に
わ
た
る
営
業
の
開
始
を
目
ざ
し
て
い
る
｡

待
望
の
工
事
が
完
了
す
れ
ば
､
黒
四
ダ
ム
か
ら
の

入
込
客
は
､
海
抜
一
四
五
五
㍍
の
ダ
ム
左
帯
か
ら
､

立
山
を
通
り
抜
け
て
､
海
抜
二
四
二
四
㍍
の
高
山
地

講
の
室
堂
ま
で
､
労
せ
ず
し
て
僅
か
の
時
間
で
行
け

る
こ
と
に
な
る
｡

室
蛍
か
ら
富
山
ま
で
は
､
現
在
で
も
バ
ス
と
鉄
道

に
ょ
る
中
継
が
で
き
て
い
る
従
っ
て
明
後
年
以
降
は

観
光
の
様
相
が
一
変
し
て
､
北
陸
線
や
大
糸
線
の
太

夫
町
観
光
脇
会
の
窓
口

い
パ
イ
プ
か
ら
流
れ
出
す
人
波
は
､
黒
四
ダ
ム
立
山

を
通
過
す
る
細
い
パ
イ
プ
を
通
る
こ
と
に
な
る
｡

富
山
県
側
で
は
目
下
､
八
十
数
万
人
に
及
ぶ
と
推

定
さ
れ
る
入
込
客
の
た
め
に
､
精
油
施
設
の
増
設
や

道
路
の
改
修
を
急
ピ
ッ
チ
に
進
め
て
い
る
｡
従
っ
て

大
町
側
で
も
､
東
山
'
仁
科
三
湖
､
温
泉
郷
等
の
観

光
資
源
を
生
か
し
た
開
発
が
進
み
'
駅
や
駅
前
広
場

の
拡
張
､
観
光
.
ハ
ス
路
線
の
開
発
､
宿
泊
施
設
の
拡

充
､
商
店
街
の
整
備
等
が
遠
か
ら
ず
実
現
さ
れ
る
に

ら
が
い
な
い
｡

そ
う
な
れ
ば
､
東
京
や
名
古
屋
か
ら
の
直
通
列
車

で
上
高
地
行
き
の
迷
い
子
も
な
く
な
り
､
黒
四
ダ
ム

や
立
山
へ
来
た
つ
い
で
に
畠
山
や
大
町
へ
抜
け
る
乗

降
客
の
た
め
に
､
窓
口
は
転
手
盲
舞
を
す
る
に
ら
が

い
な
い
｡
し
か
も
そ
の
多
忙
さ
が
誰
に
も
満
足
を
与

え
得
る
充
実
し
た
も
の
で
あ
り
た
い
と
願
う
者
は
､

私
一
人
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
｡

(
大
町
市
観
光
協
会
･
常
務
理
事
)
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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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